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平城京と平城富

平城京(710-784)は、現在の奈良市と大和郡山市にまたがる古代都市で現

唐(中国)の長安城を手本に、大小の道路で、碁盤目状に区画しました。

平城宮は都の中央北端にあり、

羅城門から約75メートル幅(26車線相当)の朱雀大路が通じ、

柳や愧 (えんじゅ)が街路樹でした。

人口は20万人、10万人説などがあり

逮速轟姦議 漆義 :五節帝筆

The Nara Capital and Palace

Thc Nara caPital(710-784)was an ancicnt mctroPoliS

SPanning thc areas ofthc rnOdcrn cities ofNara and Korlyama.

Dcsigned aFtcr thc Tang Chinese caPittt OFChang'an,

it was bult with brOad and natro■ v streetS fbri� ng a grid

With thc Nara palacc at thc ccnter ofits nOrthcrn cnd,the caPital｀ ″郎 traverscd

frOm thc Rai5mon gatc to thC SOuth by Suzaktl boulcvard,

ア5 Hictcrs(cquivalcnt to 26 car lancs)widC and incd with willow and Pagoda trccs.

The pOpulatiOn is estimatcd at bcsvccn 100,000 to 200,000,
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特別史跡 平城富跡
The Nara Palace She,a National Histonc MOnument
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式部省
卜謝inistry of Personnel A■ airs

第一次朝堂院
Former Ha‖ s of State Compound

第一次大極殿 (復原工事中)

Formerimpenal Audience Ha‖

大膳職
Office of irnperial Foodstu「 s

d'第二次朝堂院
Latter Ha‖ s of State Compound

o央 誓暫
Great Thanksg� ing Service Ha‖

0第 二次笑抵融
Latterirnperial Audience Ha‖

⑫ 隈
Impenal Domicile

o魯偽督
hЛ inistry Of the imperial Household

o遣 罹農祟餡
Excavation Site Exhibition Ha‖

o翠霧蓄赫豊擬籠
Nara Palace Site卜 Лuseum

Ministry of Milhary Attatrs



石汗究F~Fのイ隻害」とヤ量織 Role and Organization of institute

研究所の概要

奈良文化財研究所は文化遺産を総合的に研究す

る機関です。奈良は南都とも呼ばれる古都で多数

の古建築、古美術品があり、研究所はこれらを総

合的に研究する目的で設立されました。1950年代

に起きた平城宮跡の保存問題から埋蔵文化財にも

関わり、平城宮跡や藤原宮跡の発掘調査と研究に、

多大の成果をあげてきました。これらは古代都城

形成に関する海外との学術交流にも生かされてい

ます。

また、貴重な埋蔵文化財を保存するために当研

究所が開発した高度な修復技術は、世界各地の遺

跡や遺物の保存に活かされていま魂 平城宮跡では

朱雀門に次いで第一次大極殿の復原を実施中で、

ここでの復原技術は全国の史跡整備に活かされて

います。さらに、発掘調査に携わる自治体専門職

員や、海外の研究者を対象とした研修・共同研究

などをおこなう研修センターの役割も果たしてい

ます。

事業内容 cuhural Hetttage D� ision

記録が

伝えない

歴史の事実

Discovenng histOrical

facts previously

unknown from
wrttten records

次の世代に

伝える文化財

千ansmitting cultural
properties to

future genekltions

Outline of the institute

Thc Nationtt Rcscarch lnstitutc fOr Cuhurtt PrOpcrtics,

Nara, is an organization committcd tO cOmprchcnsivc

rcscarch on ancicnt cultural hctttagc.Thc andcnt civ of

Nara is known fOr its wcalth Of ancicnt architccturc and

histOric江 、vorks Of art,and thc lnstitutc was cstabishcd tO

conduct rcscard1 0n thcsc matc五 江s.InsPircd in thc mid…

1950s,by thc prOblcm Of prcscrving thc Nara palacc sitc,tO

gct involvcd in rcscardi On buricd cultural prOpcrtics as

wc11, thc lnstitutc has achicvcd signiacant rcsults in thc

cxcavation and study of thc Nara and Fuilwara palacc sitcs.

Thcsc havc cOntributcd tO intcrnational acadcn� c cxchangcs

aimcd at shedding ight on thc dcvcloPmcnt Of ancicnt

capitals。

In additiOn, sophisticatcd tcchniqucs of rcstOration,

dcvc10pcd at thc lnstitutc fOr prcscrving vユ uablc buricd

culturtt matcttals,havc bccn apphcd in thc pに SCrvation of

�tcs and ardfac、 thrOughOut thc wOnd.At thc Nara pttacc

sitc,rcconstruction Of thc Formcr lmpc� 工Audicnce Hall is

undcrwa卜  f0110wing that Of Suzaku Gatc. Thc
tcchniqucs OfrccOnstruction uscd in thcsc prOiccts arc bcing

applicd in thc prcscntation of histOric sitcs throughOut thc

country.In additiOn,thc lnstitutc also sclvcS aS a Ccntcr FOr

thc training ot and for conductingす 。int rcscarch with,bOth

iOcal govcrnmcnt cmp10yccs invOlvcd in archacO10gical

cxcavations,and fOrcign tscarchcrs,

文化遺産の

総合研究

Conducting comprehensive
CuituRユ I heritage research

古代を

いまに活かす

Giving new“ fe

to ancient remains



石汗究所の役害Jと組織  Role and Organization of institute

研究所の組織 OrganizaJon of the insutute

管理部
Depanment。 1

Administrat� e
Management

協 力 調 整 官
Chief Coordination
Manager

平 城 富跡 発 掘 調 査 部
Department of He可 o
Palace Stte investigatiOns

飛 鳥 藤 原 宮跡 発 掘 調 査部
Department of Asuka/Fuliwara
Palace Site investigations

飛鳥資料館
Asuka Histo前 cal Museum

埋 蔵 文 化 財 セ ン ター
Center for
Archaeologica1 0perations

業務課

庶務係
General Arairs secuOn

会計係
Accounting secuon

用度係
Supplies Section

研修・事業係
Training&Program Section

施設係

湘臨証 鹿量静On

Library information Section

文 化 財 情 報 発 信 専 門 官
CulturaI Properties lnformation

講漏
π

Operat ons Division

誕士!'「早:illi▼:I;Ir
建造物研究室
Archiectural History Section

歴史研究室
Histoncal Records Section

遺跡研究室
Stte and Garden Research Section

考古第一調査室
Archaeoiogy Secuon l

考古第二調査室
Archaeology Section 2

考古第三調査室
Archaeology Section 3

遺橋調査室
Archttecture Secion

史料調査室
History Secton

写真資料調査室
Photographic Data Section

宮跡整備指導専門官
Post―Excavation instructor

考古第一調査室
Archaeology Section l

考古第二調査室
Archaeology Section 2

遺構調査室
Arch■ecture Secdon

史料調査室
History sectlon

学芸室
CuratonaI SectiOn

遺物調査技術研究室
Anifacts Research Methodology Section

遺跡調査技術研究室
Sites Research Methodology Section

古環境研究室
Paleo― Environment Section

保存修復科学研究室
Conseぃ′ation Science Section

保存修復工学研究室
Conseぃ′ation Tё chnology Section

文化財情報研究室
CulturaI Properties Data Section

国際遺跡研究室
internationat Research Shes Section

独立行政法人文化財研究所
ndependent Adm n strative lnstК udon
National Research institute for Cuに uraI Properties

総務部
Depanmant Of Administrat ve Management

東京文化財研究所
Independent Administrative insutudOn
National Research institute for Cuに uraI Propenies,Tokyo

讐壽穂郎監附慇脇‰睛…Ma

奈良文化財研究所
independent Adlministrative institution
National Research institute
for CulturaI Propenies,Nara



石汗多こ「所のイ隻害Jとイロ織  Role and Organization of institute

研究所のあゆみ

奈良文化財研究所は、文化庁の前身の文化財保

護委員会に附属する文化財の調査研究機関として

1952年に発足しました。当初は、歴史・建造物・美術

工芸の3研究室と庶務室とがありました。その後、

平城宮跡の保存が問題となったのを契機として

1963年に平城宮跡発掘調査部が、1973年には

飛鳥藤原宮跡発掘調査部がそれぞれ設置され、飛鳥

保存問題に関する国の施策の一環として、1970年の

閣議決定に基づいて1973年には飛鳥資料館が設置

されました。また、1974年には国土開発に起因する

埋蔵文化財問題に対処する方策の一つとして、埋蔵

文化財センターが設置されました。

その後、省庁の再編など政府の行政改革推進の

方針に基づき、府省に所属する研究機関も再編成さ

れ、文化庁に附属する東京国立文化財研究所と奈良

国立文化財研究所の二つの研究機関は2001年 4月

に統合し、独立行政法人文化財研究所となりました。

それぞれの研究所は東京文化財研究所と奈良文化

財研究所となり、独立行政法人の本部は奈良文化財

研究所の庁舎内に置かれました。

History of the institute

Thc National Rescarch lnstitutc fOr Cultur工 PrOpcrtics,

Nara,was loundcd in 1952 as an auxihary organization of

thc National Coinmission for PrOtcction of Cultural

Propcrtics, thc prcdcccssOr of thc currcnt Agcncy for

Culturtt AFttrs,with a �cw tO conducting rcscarch on

culturtt propcrties.At thc tiinc Ofits inccption,thc lnstitutc

had thrcc rcscarch divisiOns, spcciaLzing in histOrト

architccturc,and art,as wcll as a Gcncrtt AFFalrs D�ision.

Thc grOwing ncccssity to pЮ tcct thc HciiO pttacc sitc lcd to

thc inccption of thc D� ision of Hci,O Palacc sitc

lnvcstigations in 1963. In 1973, thc E)ivision of thc

Asuka/Fuiiwara Pttacc Sitc lnvestigations was cstablishcd,

and in 1975,thc Asuka HistOdcal Muscum was opcncd,

promptcd by a Cabinct rcsolutiOn madc in 1970盗 Part Of

thc gOvcrnmcnt's cfFOrts to prcscrvc thc cuhurtt prOpcrtics

Of thc Asuka arca. In ordcr to hclP mcct thc dcmand fOf

rcscuc cxcavations conductcd by local govcrnmcnts, thc

Ccntcr fOr Archac010gictt OpcratiOns was cstablishcd in

1974 tO train iOctt cxcavatOrs and prOvidc adviccs to local

authOritlcs.

As part of thc JapanCSC Govcmmcnt's rcFOrm initiat� cs,

national rcscarch institutcs bclonging to govcrnmcnt

宜�niStrics and agcncics arc undcrgoing rcorganization,

COnscqucntl>thc National Rcscarch lnstitutc for Cuiturエ

Propcrtics, TOkyO, and thc Nara National Cultural

Propcrtics Rcscarch lnstitutc wcrc intcgratcd and

rcorganizcd as branchcs Of thc lndcpcndcnt Ad■ �nistrativc

lnstitution in Apri1 2001。 「『 hc hcad OFacc fOr this

indcPcndcnt institution is iOcatcd at thc Nationtt Rcscarch

lnstitutc ror culturtt PrOpcrtics,Nara.

議 |エ



■1952年/昭和27年4月

文化財保護委員会の附属機関として奈良文化財研究所 (庶

務室・美術工芸研究室・建造物研究室・歴史研究室)を奈

良市春日野町50番地に設置

■1954年/昭和29年7月

奈良国立文化財研究所と改称

■1960年/昭和35年 10月

奈良市佐紀東町の平城宮跡に発掘調査事務所を設置

■1963年/昭和38年4月

平城宮跡発掘調査部を設置

■1968年/昭和43年 6月

文化庁が発足 その附属機関となる

■ 1970年/昭和45年4月

平城宮跡資料館を開館

■1973年/昭和48年4月

会計課・飛鳥藤原宮跡発掘調査部・飛鳥資料館を設置

■1974年/昭和49年4月

庶務部(庶務課。会計課)と埋蔵文化財センターを設置

■1975年/昭和50年3月

奈良県高市郡明日香村奥山に飛鳥資料館を開館

■1980年/昭和55年4月

美術工芸研究室を奈良国立博物館の仏教美術資料研究セ

ンターに移管

■1980年/昭和55年4月

庁舎を奈良市二条町に移転

平城宮跡発掘調査部・埋蔵文化財センターを庁舎に移転統合

■1988年/昭和63年8月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原市木之本町941
に新営

■2001年/平成13年4月

独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所となる

■Apri1 1952

Thc lnstitute was estabLshcd as an auxiliaw Organization ofthe

NatiOnal COmmission fOr PrOtcctiOn Of Cdtural PЮ pcrtics,

Tvith a Gencral ttLirs D� isiOn,Historictt Research Di� siOn,

Architcctu(Rescath D� ision,and Al・t Research D� ision,at

50 Kasugano― chO,Ntta.

■July 1 954

Thc lnstitute was oTlcially namcd the Nara Nationユ Cultul・al

PrOpcttics Rcscarch lnstitutc.

■October 1 960

Thc OFFIce Oftlle HciiO Pttacc Sitc lnvestigations opened in the

formcr Nara palace site in Salcihigashi_machi,Nara.

■Apnl呵 963
Thc D� ision of Hci,O Palacc sitc lnvestigations was
estabLshcd.

■June 1968
Thc Agency for Cultur江
Insitutc undcr its cOntrol.

Affairs was cstabhshcd, with thc

■Ap前11970
Thc Nara Palace Site Museuni opcncd.

E Ap両 ,1973
Thc Di�sion ofAsuka/Fuiiwara Puacc sitc lnvcstigations and

thc Asuka HisЮric工 Muscum vcrc cstaЫ ishcd.Thc lnstitutc's

AccOunting Scction lvas also estabLshed.

■Ap�l1974
The DcPartmCnt Of General Affairs and the Center fOr

ArchacO10gica1 0pcrations were established.

■March 1 975

Thc Asuka HistOical Muscum OPcned at Okuyama,in thc

�llage Of Asuka,Nara prcfccturc.

■Ap�l1980
Thc Att Rcscarch Di� siOn transfcrrcd tO thc Rcscardi Ccntcr

fOr Buddhist Art,Ofthc Nara National Museum.

■Apri1 1 980

The lnstitute re10catcd to Ntto― chO,Nara.Thc D� ision of

HcijO Palacc Site lnvcsti3ations and thc Center fOr
ArchacO10gica1 0pcrations、 vere integrated into thc lnstitute.

■August 1988

A new headquartcrs buildingヽ vas built fOr the Division

of Asuka/Fu,lwara Palace Site lnvestigations at 94-1,
KinomotO―chO)Kashihara,Nara prcfccturc,

■Ap面 12001

The NatiOnal Rcscath lnstitute for Cultural PЮ pertics,Nara,

was granted the status ofindependent adHinistrathc institution.



文化遺産研究部

歴史的建造物・伝統的建造物群、書跡。歴史資料、

遺跡・庭園などの文化遺産に関し、建造物研究室。歴

史研究室。遺跡研究室の3室をおき、総合的な調査

研究をおこなっています。

建造物研究室では、建物の実地調査、発掘された

建物遺構の分析、保存修理のデータなどをもとに古

代建築の調査研究をおこない、その成果を生かして

平城宮の大紅殿院などの建物復原に協力しています。

また社寺や民家、集落。町並み、近代化遺産などに関

して総合調査をおこない、文化財建造物の保存修理

事業にも協力していま現

歴史研究室では、典籍文書などの書跡資料と歴史

資料の調査研究をおこなっていまする書跡資料では、

主要な調査対象である興福寺や薬師寺の南都諸大

寺をはじめ、近畿地方の諸寺院で調書作成、写真撮

影を実施し、その成果の公表に努めています。歴史

資料では、絵図や板木などを調査対象とし、現在は

「北浦定政関係資料」の調査。研究にあたっていま現

遺跡研究室では、庭園を総合的に調査研究し、

その成果の公表に努めています。現在の主たるテ

ーマは、中国。韓国を含めた東アジアの古代庭園に

関する調査研究と日本の発掘庭園に関する調査研究

です。また、全国各地の大規模遺跡について、その

整備方法や管理・活用状況に関し調査。分析を

おこなうとともに、地方自治体等がおこ/d― う遺跡の整

備事業にも協力しています。

Department of Cultural Hetttage

Thc Dcpartmcnt is compriscd of thrcc scctiOnS : thc

AtthttCtural Hねtory Scctお n,HXЮ�cal Rccords Sccion,alld

thc Sitc and Gttn ScctiOn.Bascd On cOuabOration amOng

thcsc s∝ tiOns,its cjvcrall ttndiOn is tO carry out comprchcnsivc

rcsttd on histOttc b� lhnが,dOcumcn`,and On gttdcns ttd

Othcr sitcs.

Thc Architcctur工 HistOry Scction studics ancicnt ttdhtcctuに

bascd On rcscarch∽ nductcd On c� sting histOic buJdings,thc

structural rcmttns ofocか 唸tcd building sitcs,as wcll as On data

Obtalncd in thc rcstOration ofhistOttc buildings.Thc rcsdts Of

this(scarch havc bccn applicd tO rccOnstrucuon works such as

thc lmpcrial Audicncc Hall tt thc Nara palacc sitc.As a mcans

Of cOntibuung to thc pЮ ttctiOn of histOric b�ldings,this

scction■so cOndtlcts cOmpに hcnsivc rcsearch rcgarding tcmplc

and shrinc cdinccs,vcrnacdat hO囃 岱,dtics,townS,� lagcs,

and thc hcrit磐1 0fJapan'S modcmiη tiOn pcriod.

Thc HXЮ ttcユ Rc∞rds ScctiOn cngagcs in thc study of

histOricalよ )cuttcnts and othcr matcttals,indudingれ wings

and wOOdb10ck pints.In thc ccjursc of its Ongoing rcsc制 にh
conccrning promincnt tcmplcs iOcatcd in thc Kitt rcgiOn,a

tcOrd Of hsЮ ttGtt dOCumcntt posscscd by thc tcmplcs孟

bcing crcatcd and prcscrvcd as a photOgraphic archivc,with

somc ofthcsc rcsd6江 rcad/madc avallablc tO thc public.This

scctiOn is currcndy cngagcd in thc にscarch of histOttc江

matcttals idatcd tO Kitaura Sadamasa,who lttd thc foundatiOn

fOr thc study Ofthc Nara p工 acc and∽pi』 sits at thc cnd Of

thc Edo pciOd.

11℃ Sitc and Gardcll Scction oOndus cxtcnslvc КttαttCh On

histOric螂_Curcnt proJtt includc rcscarch on dlc anckcnt

gardcns Of East Asian countrlcs,and dlc analysis Of JapanCSC

srdcns餌 ぬ wa岨 菰 archacO10」cal SitCS.既 誌 scctiOn tto carrlcs

out acld suvcys on ttЮ rcd hisЮ ric sitcs drOu81■ Out J争即1,and

dcvc10ps guidclincs tcrding dlCir rcstOration,nlanagcmcntJ and

public usc.鳳 mcmbcrs alsO PIay an mportant Юlc as advisors fOr

on sltc rcsЮ raton proicCtS bCng implcmcntcd by vanOus bc7al

govc― cnts.



覇

石田城五島氏庭園冥測調査

Surveying the garden of
lshida Castle in

NagasakI Prefecture

ガ

薬師寺の古文書調査

investigating old docunnents

at YakushⅢ  temple,Nara

徳利屋原家住宅の調査

lnvestigation of the bu‖ ding

at The Hara fam‖ y′ s Residence

Nagano Prefecture



平城宮跡発掘調査部

奈良時代 (710～ 784)の天皇治世のための施

設や宮殿と、国の中央官庁をあわせて設置した平

城宮の発掘調査研究を担当しています。1954年以

来、組織的な調査を継続し、今までに130haの 平

城宮跡のほぼ300/0の 発掘を進め、古代史研究上、

多 くの重要な成果をあげています。また、当時の

首都平城京にあつた貴族の邸宅や役人、庶民の住

まい、あるいは公設の市場や寺院の遺跡の研究と

発掘調査も進めており、1200年の間、地下に埋も

れていた歴史のさまざまな事実を解明してきてい

ます。

平城宮跡の既発掘地では、建物跡を基壇で示し

たり、木を植えて建物の柱の位置を示した り、さ

らに朱雀門や東院庭園をはじめ、建物や遺構を復

原し、現在は第一次大極殿正殿の復原工事が進ん

でお ります。このようなかつての平城宮の姿をし

のばせる整備活用事業を進めるために必要な調査

研究も担当しています。

遺跡に残された遺構や遺物の分析を通じて歴史

の事実を解明するのが発掘調査研究です。遺跡の

発掘や出上した膨大な遺物の基礎的な整理は、研

究をささえる重要な作業です。

Departrllent of Hei,o Palace site
investigations

This Dcpartmcnt is in chargc of archacO10gical

iⅢcstigations tt thc Ntta palacc si俺 ,whCrc f7acilitics wcに

cstablishcd fOr thc cmpcrOr to rdc during thc Nara pciod

(710-784),a10ng �th thc impcrial dotticilc and govcrnmcnt

OTlccs.Sincc 1954,cOOrdinatcd invcstigations oFthc sitc havc

bccn in pЮgrcss,�th cxcavation of ncarly 30%Of thc 130

hcttarc sitc bcing cOmplctcd,rcsulting in mally discclvcriCS

impoftant fOr thc study of ancicnt histOry. In addition,

cxcavation and rcscttch On rCsidcnccs Of aristocrats, Io、 vcr

OFFlcl■ s,and cO宜linOncrs arc carncd out ln thc surrOunding

Nara capi』  sitc,江Ong、vith invcstigations of public markct

placcs,tcmplcs,and Othcr sttcs,bringing to igllt ttany

histOttcal lhtts which havc lttn buricd for Ovcr 1200 ycars.

Ettcavatcd PortiOns of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncr江

public in various ways which cOnvcy thc o工 gind appcarancc

of thc Nara p工acc sitc.Thcsc indudc rccOnsttucting thc

fOundatiOn platrbrms whcrc buldings Oncc stood, plallting

shrubs tO indicatc tllc pOsitions of a bulding's pllaる , or

rcconstructing thc 島旺litics thc■lsclvcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn. Thc attn Of

cxcavation is to dari,tl‐lC histOric Pttt thfOugll thc analysis Of

artifacts and fcaturcs that sutvivc in archaco10gical sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing of grcat

vOlumcs Of pri血 餌γ data Obtttncd frOm ancicnt sitcs arc �t江

tasks which Ftlrthcr rcscarcl1 0n ancicnt hsto呼

復原された東院庭園

Reconstructed Eastern Palace
Garden
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平城宮跡整備状況 (中央は第二次大極殿基壇 )

Nara palace site,

pa「tia‖y reconstructed and landscaped

大乗院庭園の西北部 (中世から近世の遺橋が重複 )

The north�vestern part of the garden of DaUoin temple site,

each phase from medieval times to modern overiapped



飛鳥藤原富跡発掘調査部

奈良県高市郡明日香村から橿原市にかけての「飛

鳥。藤原」地域は、わが国古代国家成立期の歴史的

な舞台であり、6世紀末から8世紀初めに至る間、政治。

経済・文化の中心地でした。そして今、この地域の地

下には、宮殿や豪族の居館、最古の本格的寺院であ

る飛鳥寺をはじめとする寺々のほか、工芸品などを

製作した総合工房や漏刻 (水時計)台、墳墓など、さ

まざまな遺跡が眠っています。また、この地域の北半

には、古代国家の首都で最初の計画都市。藤原京が

おかれました。ここには天皇の住まいや国政、国家的

儀式をおこなう殿舎などの建つ藤原宮を中心に、

道路で碁盤目状に区画された京域が方5km以上の

範囲に広がっていました。

当調査部では、これら遺跡の発掘調査を通じて、

古代国家の具体的な歴史像を復原すべく、学際的

な調査研究をおこなっています。その成果は、遺跡

発掘調査説明会や報告書類、展示室などで公開す

るとともに、遺跡の保存。活用に取り組んでいます。

DepartrTRent
Palace Site

of Asuka/Fuiiwara
investigations

Thc Asuka/Fuiiwara(gion Of Nara prcfcctuに ,CXtCnding

frOm thc �IIagc of Asuka tO thc city of Kashihara,wtt thc

hstOric sctting fOr thc cmcrgcncc of thc ancicnt JapanCSC

statc, and scrvcd as thc pOhtical, ccOnOnlic, and cultur江

ccntcr froni thc cnd Of thc sixth tO thc flrst part of thc

dghth ccntuttc&AccOrdin」 >a Varicげ Of arChacO10gicユ

rcmainslic dOrmant bcncath thc gЮ und,induding impcrial

palaccs and thc rcsidcnccs OF chtc Familics, thc sitcs of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

doistcrcd Buddhist tcmplc in Japan, plus thc rcmains of

tOmbs, thc carthen podium Of a watcr clock, and a

wOrkshOp complcx fOr thc prOductiOn craFt itcttso Also,in

thc nOrthcrn half Of ths rc」 On hCS thc Fuiiwara capital,

built On a rcctangular grid sprcading out avc ldiomctcrs On

a sidc and ccntcring on thc Fuiiwara palacc,10catcd in thc

ccntcr ofthc capital and cOntalning thc cmpcrOr's rcsidcn∝ ,

a10ng with h江 ls whcrc ccrcmo� cs ofstatc wc(conductcd.

ThrOugh thc cxcavation of thcsc sitcs,intcrdた dplinaty

illvcsigations aに conductcd by thc Dcpartmcnt �th thc

airn of rcconstructing a concrctc histOric imagc of thc

ancicnt statc.In addition tO making thcsc rcsults pubhcttly

availablc thrOugh public �cwings tt cxcavadons,publicaiOn

Of rcscarch tcsults, cxhibitiOns at its main facility9 thc

Dcpartmcnt is also in chttgc of thc Prcscrvation of thcsc

sitcs and utilizatiOn fOr thc pubhc bcncat.

山田寺跡 金堂基壇と周囲の瓦敷き舗装

山田寺は、蘇我倉山田石川麻呂によって、

舒明13年 (641)に造営が開始された。

Podium ofthe Main Ha‖ with a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site

10



簾通 違
E―  今

=一 工 れ  ――

1_「早 |=_

碧温 剤聯議募軽添土

,≠与' 
こサイ

`―

'Iど オ
ー

Iril i■
一一一一一ヽ蛉一

一
卜
一ヽ　」ヽ

一
　

ト

一
一■

一■
一一
ヽ

一

一

一
・

一

ォ
．

一・・ 一
一

一

士

―
争

(ぅ・

!綴

彎
~:illiii:ξ

t菖:こ

i:itl

４
一 :会 二=|

i=と

全Fド子ど|.■・

々フ玉与

｀ ヽ
主

R■゛ヽ

′フ ィ

一
ヽ
ど
ヽ

一

一
一

・

・

・一・ｒ一
．

驀   ■

筆ヽ．

特別史跡藤原冨跡 朝堂院東第一堂

穴に落とし込まれた礎石と礎石を据えていた根石がみえる.

The FulヽⅣara Palace S te,a Nat onal Hlstorc l onument
F rst East Ha‖ ofthe State Ha‖ s compound
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藤原宮跡 大極殿とその周辺

1300年 前の首都・藤原京は、694年 からわずか16年間の都であった.

The F頓 !wara palace s teithe lmper al Audience HaH and env rons
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飛鳥資料館

飛鳥時代 (6,7世紀)や飛鳥地方の歴史を展示・解

説した、小規模ながら総合的な博物館です。展示品

には、高松塚古墳出上の鏡・玉・飾 り金具など、飛鳥寺・

川原寺・大官大寺・山田寺出土の瓦・碍仏など、石神

遺跡出上の噴水施設である須弥山石と石人像、水落

遺跡でみつかった水時計遺構の模型、飛鳥地区と藤

原京全景の復原模型などがあります。屋外には、須

弥山石や百造の噴水装置、導水施設である酒船石、

猿石などの模造品が並んでいます。また、1994年に

増設した展示室には、山田寺回廊跡から出土 した

建築部材を化学処理し、これを生かして再構築し

た3間分の回廊を復原・展示しています。

毎年、春期・秋期には飛鳥にちなんだ特別展示 も

おこなってお り、2004年度春期には「飛烏の湯屋」

を、秋期にも飛鳥をテーマにした展示を企画してい

ます。年間来館者は、約6万人です。

Asuka Histottcal X/1useum

Ths facinty is a small but cOmprchcns� c muscum
Cれおiting and cxplaining thc hstOry of thc Asuka pcriOd

(6th t0 7th ccntuttcs)and thc Asuka rcgion. Thc itclns

cxhibitcd includc a nlirroち bcads,mctal cOFFIn attingS and

Othcr itcms frOm thc Takamatsuzuka TOmb;rOOf tilcs and

tilcs bcaring Buddha imagcs in rchct uscd at Asukadcra,

Kawaradcra,Daikandatti,Wttmadadcra and othcr tcmplc

sitctt stonc flgurcs and a dccorativcly carvcd stOnc,known

by thc namc Of Shu■ liscn,ともund at thc lshigami sitc and

、vhidh was a part Of a、 vatcr fbuntain;a mOdcl ofthc watcr

dOck faclllり diSCOvcrcd tt thc MizuOchi sitc;mOdcls of thc

cOmplctc cxpanSC of thc Asuka arca and thc Ftliiwara

capit江。OutdOOr cxhibits includc rcphcas Of thc Shunliscn

stonc and stonc flgurcs uscd as a watcr fountttn,and thc

Sakafunc―ishi and Saru― ishi stOncs,which wcrc dcsigncd tO

channcl thc aOw Of、 vatci AlsO,in a ncw cxhibitiOn roo血

addcd tO thc rnuscum in 1994,a thrcc_sPan rcconstruction

OF thc dOistcr of ttmadadcra was madc using scicntiacttly

prcscⅣ cd architcctural matcrials rccOvcrcd from thc sitc.

Specin exhibidons on Asuka related hemes tt held

arnually h he spang and fall;he spHng 2CX4 exhibitionね

itttd “Bahs ofAsuka," and an exhibition on anoher Asuka

heme is planned for the fau.Amutt visitors to he museuln

nunber appro―ately 60,αЮ people.

展示風景「石神遺跡の石人像」

View of the exhibits,

stone deity figures from the ishigami site

特別請演会風景

View of a lecture atthe museum
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展示風景「復原された山田寺東回廊」

View of the exhibits:reconstructed pOrtiOn of
the eastern cloister of Yamadadera temple
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I汗究所の役害」と組織  Role and Organization of institute

埋蔵文化財センター

遺跡調査技術研究室・遺物調査技術研究室では、

宮衝遺跡の調査技術、遺跡を探る遺跡探査技術

の研究など、遺跡・遺物調査技術に関する研究を

おこなっています。古環境研究室では、古環境の

復原的研究、年輪年代学による考古学的研究をお

こなっています。保存修復科学研究室では、遺物

や遺跡の分析的研究、保存修復に関する自然科

学的研究をおこなっています。保存修復工学研究

室では、遺跡保存整備に関する工学的手法の開

発研究など幅広い研究をおこなっています。文化

財情報研究室では、埋蔵文化財を中心とした不動

産文化財の情報収集・整備をおこない、情報機器

によるその供用と活用をおこなっています。そして、

国際遺跡研究室では、当研究所がおこなうすべて

の海外交流についてコーデイネートしています。

また、当センターの主要な事業には、地方公共

団体等が実施する発掘調査や保存整備に関する

指導・助言、その専門職員に対する埋蔵文化財に

関するあらゆる分野の研修事業の実施があります。

Center for Archaeological
Operations

Thc Sitcs Rcscarch McthOdO10g/Scction and thc Artifacts

Rcscarch McthOdOlogy Scction cngagc in thc study Of

invcstigativc tcchniqucs appropriatc fbr ancicnt artilttcts and

ancicnt shcs,suh as mcthods fOr studying thc rcmttns of

ancicnt adnlinistrativc offlccs,and thc usc Of archacO10gical

prospcction for flnding sitcs, Thc PalcO一 EnvirOnment

ScctiOn is rcsponsiblc rbr rcscarch on ancicnt cnvironmcnts,

and archacO10gical rcscarch bascd On dcndrOchronO10gン1

Thc COnscrvation Scicncc Scction conducts scicntiflc

analyscs Of ancicnt artifacts and sitcs,as 3/cll as tcscatch in

thc natural scicnccs rclatcd tO prcscrvation and rcstOration.

Thc COnscrvation Tcchn010gy Scction is cngagcd broadly in

thc rcscarch and dcvc10pmcnt of cnginccring mcthods fOr

prcscrving and maintaining ancicnt sitcs Thc Cultural

Propcrtics Data Scction gathcrs and Organizcs infOrmatiOn

On buricd cultural prOpcrtics and Othcr immOvablc cultural

propcrtics, whlc Offcring and cncouraging usc of this

infOrttatiOn by clcctrOnic mcans.Thc lntcrnational

Rcscarch Sitcs Scction is rcsponsiblc fOt cOOrdinating 江1

intcrnational cxchangc prOgrams initiatcd by thc lnstitutc.

ツ|お Part of its cOrc rcsPOnsiblitics,thc Ccntcr also givcs

advicc and guidancc tO 10cal gOvcrnmcnt groups to assist

thcm in cxcavating Or prcscrving and rcstOring ancicnt sitcs,

and OfFcrs govcrnmcnt cmployccs training in all aclds

associatcd、vith buricd cultural prOpcrtics.

環境考古学実習風景

Practical training in Environmental Archaeology

14
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保存科学課程鉄器の脱塩処理実習

Conservationscience training course scenery during desalination treatment for iron object

保存科学課程木材組織
観察用プレパラー ト作製実習

Practical training in specirnen

preparation for observing wood structure,

in the Conservation Science course
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文化財保護の国際学術交流

奈良文化財研究所が実施する国際交流・協力事

業は、学術共同研究・研究員交流 :技術研修・保

存修復などであり、」ICAな ど他機関がおこなう国

際協力事業にも協力しています。

2004年度には、次の6件の事業を中心にした国

際交流・協力を実施します。①中国社会科学院考

古研究所とおこなう「アジアにおける古代都城遺

跡の研究と保存に関する研究協力」として、中国

F/k西 省西安市の盾長安城大明宮太液池庭園跡の共

同発掘調査、②カンボジアシェムリアップ地域文

化財保護開発機構とおこなう「アンコール文化遺

産保護共同研究」として、発掘調査を含む西トッ

プ寺院の総合調査研究、③ 「東アジアにおける生

産遺跡の調査研究協力」として、中国河南省文物

考古研究所とおこなう河南省撃義市黄冶唐三彩窯

跡に関する共同研究、及び④韓国国立文化財研究

所とおこなう古代韓国と日本の金属・瓦生産に関

する共同研究、⑤中国遼寧省文物考古研究所とお

こなう「中国還寧省三燕文化の遺物・遺跡に関す

る研究協力」として、遼西地区の三燕文化遺閉出

上金属器の調査、⑥韓国国立文化財研究所とおこ

なう「古代日本の都城形成過程等に関する調査研

究」として、日韓都城の比較研究を実施します。

この他、チリ国イースター島モアイ像を対象と

する 「苛酷気象条件下の遺跡調査と保存に関する

研究」、科学研究費補助金による中国遼寧省文物

考古研究所とおこなう「日中古代墳墓副葬品の比

較研究」などがあります。また、本年度から文化

財研究所の事業として、新たに「西アジア諸国文

化遺産保存修復事業」力朔日わり、東京文化財研究

所と共同で、アフガニスがンとイラクの文化遺産

修復事業、現地人スタッフの養成を目ざした研修

事業を実施します。

International Acadenlic Exchanges
Related to CulturaI Properties
ConseⅣation

The N�嗣 Research hstitute for CulturЛ  Properties,

N甲,promOtes a vanety mtematlontt proJectS■ mgm8 1rom
joint research,exchanges of research personnel,俺dmical

training,and the re鉱 汀att and preservad∽ of ttDttt sites.

h attLion,the hstitute orers assistance to ЛCA(Japan
htemationd Coop明 �� Agency)and oher organations

in implementing hm��al cOOperative proJects.

During he 2004 iscЛ  year,hese erorts win focus on the

fottowing s� ofpro8FamS COopaioni(1)a garden excavation

疵 ule Da Ming Gong Tai Ye Chi garden site of he Tang

勁 阻 げ CⅢ』 ,Chang郷,Shaanxi Province � China,carmed

out h cttunctiOn wih he hstitute of Archacology and he

Chinese Academy of Soclal Sclences as part of he
WCooperative Rettarch related to he Preservation and Study of

Ancient Capitals in A歳北 (動 a COmprehens�e mvesttation,

including excavation,of he West Top Temple in Cttbodia,

as part of the WCooperaive Research Related to the

Preservation ofAngkor Cultural HeritageW in conJunction wih

the Auhority for he Protection and Management of Angkor

and he Region of Siem Rttp;(3)an inVestigation of glazed

pottery kih sites in Gongyi City in Henan Province,China,in

COniunciOn with he Archaeologictal hstitute of Henan

Province;い )a jOint re託
“

h pro」∝t on metal and roof tile

productton ■l anclent Korea and Japan, carmed out in

COnJunction wih he National Research hstitute for Culmal

Properties,Kore射 (5)a jomt research proiect On ancient

瀬逮℃ts and sites representing he Sanyan Culme h Liaonng
Province, China, carried out in colttRmCdOn wih the

Archaeological hstitute of Li� g Provin∝ ;and(6)a
comparative study of he process of fomaticjn of ancient

capitals in Japan and Korea, as part of the WCooperative

Research on he Fomation of Capid Sites in Ancient Japanギ

in conJunctiOn widl he National Research hstimte fOr cultural

中 即 嶋 Korea

Oher intemational ptteCtS include he “hvestigahon and
Preservattn ofttt Sites under Harsh ③随錮esr dealing

witt he Moais on邑器ter ldand,Chile,and dle “Comparative

Study of BuFitt Goods Found in Ancient Tombs in Jttan and

China,“ caFied Out in conJunct10n witt the Archaeologic江

hstitute of Liaoning Province mder a 8rant― in―aid orered by

the Ministぅr of Education,Culture, Spons, Science and

Technology for scientific research. h addition, from he

curent isc工 year the “Conservation and Restoratlon of

Culture Heritagc of Westtm Asian Countries" has been

newly added as an hsimtt prOJect,conductedjointly widl he

National Research hstitute for Culmral PrOperties,Tokyo,as a

program aimed atrestomg he culturalheritage ofAig蘭 �stan

and lraq,and at developng native persomelin仕�s fleld.
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石汗究F~FCDイ貿害」と組ユイ哉 Role and Organization of institute

ヤt虫 二弄

_ャと 心 _

刈円省摯義市黄冶唐三彩窯跡の調査

investigation of the Huagye giazed pottery k‖ n site,Gongyi City,Henan Province

アンコール・ワット墨書撮影風景

Photographing ink inscriptions at Angkor Wat

アフガニスタンのプヾ―ミヤン遺跡

The Bamiyan site,Afghanistan
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IJ愕毛所のそ隻害」と十日織 Role and Organization of institute

調査研究成果の普及活動

研究所には公開施設として平城宮跡資料館、飛

鳥藤原宮跡発掘調査部展示室、飛鳥資料館があ

ります。

春・秋には研究職員が調査研究成果を発表す

る公開講演会を開催し、飛鳥資料館では企画展

示に関係して内外の講師による講演会を催して

います。

平城宮跡発掘調査部および飛鳥藤原宮跡発掘

調査部で実施する発掘調査では、現地説明会を

開催し、成果を発表しています。

調妙 を公表する刊行物には、学報。史料・

紀要・基準資料・飛鳥資料館図録・埋蔵文化財

ニュース等があります。

Publicizing the Results of
Reseach Activities

The lnsitutc pubhcly disPlays its rcscarch and survcy

rcsults thrOugh thc Nara Palacc Sitc Muscum,thc

Exhibition Hali of thc Dcpartmcnt of thc Asuka/Fuiiwara

Palacc Sitc lnvcstigatiOns, and thc Asuka HistOrical

Muscum.

Evcry sping and autumn, thc lnstitutc also Organizcs

pubhc lccturcs in which its rcscar《 五crs prcsent thc results Of

thcir invcstigations and survcys。 「Fhc Asuka HistOrical

Muscum also invitcs spcciahsts, frOm bOth within thc

lnstitutc and from thc Outsidc,tO givc lccturcs in association

with spccitt cxhibitiOns Ofthc muscum.

UPOn CVCry mttor cXCavation wOrk,thc wO Invcstigativc

Dcpartincnts prcscnt public sitc vicwings for thOsc

intcrcstcd in anclcnt histOry.

PublicttiOns issucd by thc lnsitutc maLng thcsc■ scarch

and survcy■sults publi"avallable indudc i`acadcmic

,Ourn江 ,annual rcpOrts,compendia of histOrictt mateials

and othcr basic data,cat工 ogs OF cxhibitiOns at thc Asuka

rnstorical Muscun■, and a ncwsicttcr On issucs rclatcd tO

buricd cultur工 prOpcrtics.

魏
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奈良文化財研究所のホームページ Nara CuituraI Properties Research

httpノ/― .nabunkendp
institute Home Page
httpt,,www.nabunkenjp

研究所ホームページのリニューアルをおこない

2004年度より所外に公開しています。

今回のリニューアルでは、ページ構成をわか り

やす く再編成し、見やす く統一されたデザインに

一新するとともに出土品ギャラリーによるバーチ

ャル展示、研究所における研究内容の紹介、平城

京クイズ、文化財関係の最新ニュースの配信等を

新たに追加し、文化財に関わる各種情報提供につ

いて内容の一層の充実を図りました。

もちろん公開講演会、発掘調査現地説明会等の

各種行事の開催情報およびそれらの資料も従来ど

お り掲載するとともに木簡デーバベース等の各種

デーがベースを公開しています。

The hstitutets website has been renovated and is fully

accessible to the public from the 2004 iscal year.

The renovatlon is amed tt enriching he contents of all types

ofinfomation provided on culmal materials,adding a vLttal

gallery of uneanhed fnds, ntroducions of the hsitute's

research,a qulz on he Nara capid,and latett news bunetins

related to culmal prOperties,while overhauling he websiteis

pages along a uniFled destt to make them easler to see and

understand.

Infomation and ma面 江s of course contmue to be provided

on pubLc lectures, pubhc site viewings, and vanous oher

events,while pubhc access is avttlable to dle&セbtte of

m cwOOden documents)and tO Oher databases.

奈嵐文化財研究所.ぃ        べ_ジ聴素

韓中いい

泰風文化財研究所.酌

飛鳥時代の幕あけ
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研究所のお庖設 institute Facilities

奈良文化財研究所 本館 insutute Headquarters
630‐ 8577奈良市二条町2‐ 9… 1 2-9-1,Ntto― chO,Nara Chy 630-8577」 apan
Tel.0742‐ 30‐ 6733(管理課)0フ 42‐30‐6752(文化財情報課)/0フ 42‐ 34‐3931(ダィャルイン番号案内用)

Fax.0742‐ 30‐6730(管理課)0742‐ 30‐ 6750(文化財情報課)

i希皇 耳
=

畔

理 ‖

奈良文化財研究所の本館・埋文研修棟 東から

Headquarters Building,Training Facility

埋文センター研修棟

昭鵬�器錦辮

0

Ｎ
ｌ
洲
川
牛
―
―
―

本館

3階
文化遺産研究部

埋蔵文化財センター

2階
理事長室 (所長室 )

平城富跡発掘調査部

1階

総務部 (法人本部 )

管理部

図書資料室

MAIN BU:LDING
THIRD FLOOR

Department of Cuに ural Hentage

83を思ittЮ
陥劃匈劃

SECOND FLOOR
Directors'room
(Director General's room)

離鞘 誅ぎHeio Pttace tte

FIRST FLOOR

謁縄蹄誅♀f AdttnЫ rat�e

Reference room

県
道
奈
良
米青
華
線

コ
【Φ
「０
〇
一Ｃ
ωヽ
一
Ｏヽ
ω
住
（ア
一”
【ω
‐∽
０
一斉
ω

０ヽ
⊆
汁Φ
）

10   20   30   40   50m



研究所O施設  Institute Facilities

平城宮跡資料館 周辺 Nara Palace Site Museum

平城宮跡資料館と保存科学棟・収蔵庫群 南東から
Nara Palace Site Museum,Storage facilities

至 西大寺
To Sttdaw

第4収蔵庫
Storage No 4

第2収蔵庫
Storage No 2

県連坐
Prefectural road(Nara― Tanida route) 平城富跡資料館

展示室

講 堂

小講堂

第3収蔵庫

2階
保存科学室

木器整理室

土器整理室

瓦整理室

l階

警備室

保存科学室など

嘩中
資材保管
加工棟
Archifecturai materials
processing and storage

整備棟
Maintenance building

県
道
奈
良
精
華
線

第3収蔵庫
Storage No 3

平城富跡資料館
Nara Palace Site Museum

第5収蔵庫 写場
Storage No 5,phOtO studio

文化財資料棟
Cultural properties storage

NARA PALACE SITE MUSEUM
Exhibition room
Audhonum
Small aud‖ onum

STORAGE No.3
SECOND FとOOR
Conservation Science room
Wooden implements room
Earthenware room
Roof tile room

FIRST FLOOR
Security room
Conservation Science room

Ｎ

ｌ

川

川

牛

―

―

―



屈調飛鳥藤原富跡発; :全I:ib  DepartmentofAsuka/Fu,Iwara Palace Site investigations

634-0025 橿 原市木 之 本 田丁94-l Tel.0744-24‐ 1122/Fax.0744-21-6390
94-1,Kinomoto‐cho,kashihara City 634-0025」 apan

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁合 北西から
Department of Asuka/Fu,,wara Palace Site investigations

田

臣

騒

軽
鶉
謂
∽Ｊ・節
譴
・帥
訓
発
諭
抑
〓一ヨ一Ｄ≧
Ｅ
０

Ｎ
ｌ
ｌ
川
牛
Ｉ
Ｉ
Ｉ

収蔵庫 (1)
Storage(呵 )

収蔵庫 (2)
Storage(2)

藤原京の
建物表示
Histottc marker
forthe remains of

P出絆騨』Ъli簡

屋外作業場
Outdoor workshop

収蔵庫 (3)
Storage 13)

基準資料室

講堂  Research mょ
entts Юom

至

明
日
香

藤 原 京 の 道 路 表 示  AudRorium
Historic markerforthe remains of a road
of the Fuliwara capital
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飛鳥資料館 Asuka Histottcal Museum
634-0102奈 良県高市郡明日香村奥山601 Tel,0744-54-3561/Fax Oフ 44‐ 54‐3563
601,Okuyama,Asuka Village,Takaichi County,Nara Prefecture 634-0102」 apan

飛鳥資料館全景 東南から

Asuka Historical卜 洲useum

第2展示室
Exhibition room

No 2

第 1展示 室
Exhibition room

No l

至 橿原

0     10

猿石の復原
Replica of Saru一 ishi Stone

県道桜井・吉里テ線    
…… υ`

Prefectural road(Sakura Yoshino route)

庶務室
General affairs room

学芸室
CuratoHaI Section

至 桜井

地階

第3展示室

書庫

収蔵庫

Basement floor
Exhibition room No 3

Library

Storage

Ⅳ

′
〃
β
ｒ
／
／

ロビー
とobby

]EF日
Front gate

売札所
Ticket― seWing booth２０

。

須弥山石の復原  !屋 咎辱示棟
Re説も応J shu品 烙品 siOne t 

漠‖怒忌ζ;
石人像の噴水          ( Space

Fountain with Stone figures

蜘鞘瑞er馬馬 Stt3蘇 e

30   40   50m
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トピックス

「重要文化財指定記念展」
―平城宮跡大膳職推定地出土木簡と北浦定政関係資料―

2003年 5月 に重要文化財の指定をうけた当研

究所所蔵資料を、2004年 3月 2日 から3月 14日 ま

で飛鳥資料館で展示した。

大膳職推定地出土木簡は、 1961年に平城宮跡

で、はじめて発掘された記念すべき木簡群。天平

勝宝年間に孝謙太上天皇が滞在していた法華寺か

ら平城宮に食料請求をした「寺請 月ヽ豆一斗……」

(第 1号木簡)を はじめ、「主殿寮――」、「請常食

朝夕……」、「山梨郡雑役胡桃子……」、「撫滑海藻」

など全9点 を展示した。

北浦定政 (1817～ 1871)は幕末に活躍 した大

和国の宮跡・陵墓・条里研究家で、特に平城京研

究の先覚者 として も知 られる。定政の資料から

11点を展示した。「松のおち葉」は、地名、地形、

距離などを細か く記入した野帳(5冊 )。
「天平尺」

は、東大寺・法隆寺に伝存 した古代定規を調査 し

て作成した復元尺 (3点 )。
「平城宮大内裏坪割図

稿」は、平城京の復原図。現状を黒で記 し、復元条

坊・復元地名を赤で示す。神武天皇陵周辺を描い

た絵図 「畝火山之図」には、当時3箇所あった神

武天皇陵候補地を示す。「瓦器碗図」は、神武陵

修築の際に出上した土器を描 く。

Topics:

Irnportant  CuituraI  Properties

Designation Commemorative Exhibit:
Mokkan from the imperiaI Food Service Remains and

Archives of Kitaura Sadamasa

�隆的虚ds in he hstimte`hOldings,designated hpomnt

Cultural Propenles in May 2003,were on display from March

2-14 of2CX4.

Moklca14(wOOden documents)eXCavated � 1961れЮm the

prestted site of he mperin Food Service within the Nara

palace are noteworthy as he frst cache of such matellals to be

unearthed.Nine it饂ls were included in the display,begiming

with an order cfor adZuki beans and ouler f。。dsturs)made in
he Tenpyo Shoho era(749-756)IIom HOttitemple,where

he Retired Empress Koken wtt staying.

Kttwa Saぬ艇澪a(1817-1871)was a SdЮ lar active at the

end of the Edo period who studied he capital sites,imperial

to�bs,and jori(anCient aelの syStem of Yalnato,and is

especiamy known as the ploneer ofresGHh on the Nata capltal

site.Eleven items tom �s Ж� ves were displayed。 `Mぬu

no ochiba" [Ftten pme needles]iS a set of ive field

notebotts cα l曲澁唱 detailed infomation on place nalnes,

topography,and distances.“ Tenpyttaku" lTenpy6 era

rulers] conSiStS of three rephcas of コulers based on

examlnatlons of mlers held by Todaiii att H&,司i temples

hat were transmtted lom the ancient pttod。 稿eもokyu

daidairi ttubow� ぬ隔 " wap Of the 12tyout of he Nara

Cψitallね a reC∽Stttionば the ancient Nara cap団。The

modem landscape is drawn in black,and reconsmctiOns ofhe

anclent street ttd and place nalnes are in red.“ Unebiyama

no zu"prawing ofMt.Unebi〕 ,depic蜘坤 e general tta of

Enlperof Jinmluis mausoleum,shows he three locations

regarded at ule tme as pOssible cmOs for J4-uis tomb.

“Gよiwan zu"[C∝MiC bowl drawing]depiCtS pottery

lecovered during the leptt made tt he tt flnauy de� gna回

as Ji―uis tomb.

大膳職推定地出土土木簡 (右 :第 1号木簡 )

Mokkan(wooden documents)from the presumed site
of the lmperial Food Service

」∪予よ||ヽ |せ

=A Δ.|…

平城富大内裏坪割図稿 (部分 )

“Hei,5ky5 daidairi tsubowari zuk5''

[Map of the layout of the Nara capital](pOrtion)

畝火山之図

“Unebiyama no zu''[Drawing of Mt Uneb旧
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2003年 度 事 業 の 概 要

]調査 と研究 ………………………………………………

飛鳥藤原京の発掘調査 ―――……………………………

平城京の発掘調査 …………………………………………

文化遺産研究部の研究活動 ―……………………………

0建造物研究室の調査と研究―…………………………

●歴史研究室の調査と研究 ――一――――………………

0遺跡研究室の調査と研究 ……………………………………

埋蔵文化財センターの研究活動 …………………………

0遺物調査技術研究室 ……………………………………

0遺跡調査技術研究室の調査と研究―……………………

●古環境研究室の調査と研究…………………………………

●保存修復科学研究室の調査と研究―……………………

●保存修復工学研究室の調査と研究一―……………………

0文化財情報研究室の調査と研究 …………………………

0国際遺跡研究室の調査と研究―――……………………

国際学術交流 ――…………………………………………

0中 国社会科学院考古研究所との共同研究 ―……………

●遼寧省文物考古研究所との共同研究 ―――……………

0河南省文物考古研究所との共同研究 ―――……………

●韓国国立文化財研究所との共同研究 ……………………

0アフガニスタン文化遺産保存修復のための 一一―――

緊急協力事業

0異なる気象条件下における不動産文化財の一―___
発掘技術及び保存に関する調査研究

海外からの主要訪問者一覧 ――――――――一―――

海外からの招聘者一覧 一――――――――――一―‐

海外渡航一覧 ………………………………………………

発掘調査現地説明会
i―…………………………………

公開語演会 ―……………………………………………

第92回公開講演会 ―一―一――――……………………

第93回公開講演会 一―――……………………………

0平城宮跡の整備 …………………………………………

0キ トラ古墳の予備調査――――………………………

2研修・指導と教育 …………………………………

埋蔵文化財センターの研修と指導―一………………

京都大学大学院の教育―………………………………

奈良女子大学大学院の教育 ―…………………………

3展示と公開 ―………………………………………

飛鳥資料館の展示 ――――………………………………

平城富跡資料館の展示 ……………………………………

解説ボランティア事業 …………

図書資料・データベースの公開

4その他 …………………………………………………

刊行移 。データベース等 ―――………………………

人事異動 ――……………………………………………‐
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兼 査と研究

飛鳥藤原京の発掘調査

飛鳥藤原宮跡発掘調査部では、2003年度に計14件・

M認どの発掘・立会調査を実施した。うち、藤原宮の調

査が 5件 。2335∬、藤原京の調査が 1件 。1963∬、飛鳥

地域等の調査が 8件・■∞どである。以下、主な調査に

ついて概要を述べる。

藤原官の第128次調査では、①朝堂院南北規模の確定、

②朝集殿院区画施設および朝堂院回廊 との接続部の様

相の解明を目的に調査をおこなった。その結果、朝堂

院回廊東南隅を検出し、朝堂院南北規模の復原のため

のデータを得た。また朝集殿院を区画する施設を確認

し、掘立柱塀から礎石建ちの複廊へ建て替えられたこ

とも明らかとなった。さらに、朝堂院回廊 との接続部

分の様相も判明した。第132次調査は、朝堂院東第三堂

南半と東面回廊を対象とした。戦前におこなわれた日

本古文化研究所の調査では、東第三堂は切妻造南北棟

建物で、桁行15間 (柱間14尺等間)、 梁行 4間 (柱間10

尺等間)の総柱建物と報告されている。本次調査の3月

末段階での所見では、建物規模については古文化研究

所の想定どお りであるが、梁行の柱間については、身

舎が10尺で、庇部分については 9尺であると考えている。

また平安時代の建物も検出し、付近に存在 した荘園の

管理施設である可能性がある。

第131及調査地は、藤原京左京六条二坊にあたる。藤

原宮期の遺構は後世の開削のため確認できなかったが、

径20m前後の円墳3基 を近接 した状況で検出した。墳丘

は藤原京造営時に削平されたと考えられるが、残存す

る周壕内から多数の埴輪・須恵器が出土した。古墳の

造営年代は 2基が 6世紀前半、 1基が 5世紀前半と考

えられる。それ以外は、中世の村落と関係するとみら

れる井戸を多数検出した。

飛鳥地域の調査としては石神遺跡 (第129次調査)、 川

原寺 (第119-5次調査)、 キ トラ古墳 (第 130次)があ

る。石神遺跡の調査では、昨年度の調査で検出した天

武朝の池状遺構および藤原宮期の南北溝 。石敷遺構に

続 く部分を検出した。昨年同様、両遺構からは天武朝

を中心 とする多数の木簡や多様な木製品が出土 した。

木簡の内容は仕丁に関係するものや、「三川」地域から

の荷札木簡が多い。川1原寺の調査では、川原寺北面大

垣を検出し、寺域の南北規模が 3町であることが確定

した。また、北面大垣に接する寺域北部で、多数の工

房関係遺構を検出した。工房の操業時期は川原寺創建

期 (7世紀後半)～平安時代に及ぶ。鉄・銅 。銀など

の金属加工、瓦、ガラス製品、漆製品の生産がおこな

われてお り、川原寺の造営や4多繕にともなう寺院工房

と推定される。このほか、鉄釜の大型傍造土坑を検出

した。大型の鋳鉄遺構 としては最古のものであり、古

代の鉄釜製作技術を解明する上で重要なデータといえ

る。キトラ古墳については本概要別項を参照されたい。

なお、発掘調査にともなう現地説明会と現地見学会

を実施した。実施年月日、担当者は以下のとお りであ

る。

飛鳥藤原第119-5次 (川原寺寺域北限)

2003年 9月 9。 10日 現地見学会

飛鳥藤原第128次 (藤原宮朝堂院東南隅)

2003年 6月 21日 箱崎 和久

飛鳥藤原第129次 (石神遺跡)

2003年 11月 22日 内田 和伸 。市 大樹・竹内 亮

飛鳥藤原第132次籐原宮朝堂院東第三堂および東面回廊)

2004年 3月 20日 市 大樹

平城京の発掘調査

平城宮跡発掘調査部が2003年度に実施した発掘調査

は、平城宮跡 3件、平城京跡11件 の計14件である。以

下、主要な調査成果について概要を述べる。

平城宮朝集殿院 (中央区朝堂院の南には朝集殿院が

確認されていないので、朝集殿院といえば東区朝堂院

の南にあるこの地区をさす)の発掘調査 (第 355次 )

は、2001年度の第326次調査に始まる同地区の一連の

調査 としてなされたもので、昨年度の第346次調査に

一部重複 して実施された。今次はとくに朝集殿院の内

庭部と、回廊や掘立柱塀などの区画 (閉塞)施設の構

造の把握を目的としておこなった。内庭部分では第48

次調査区の南側に接 して未発掘区を広 く掘ったが、奈

良時代の遺構はまったく確認できず、北東から南西に

流れる古墳時代の流路が確認されたにすぎない。これ

に対 して、まず、殿院の南面を画する東西方向区画施

設は、掘立柱塀が同位置で築地塀に建替えられ、しか

もその間に、より簡易な構造の掘立柱塀が一時建てら

れていたことがわかった。一方、東面では後半期の朝
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堂院地区から一直線上に伸びてくる築地回廊の下層に

は遺構がなく、15小尺外側の位置に、掘立柱塀がある

ことがはじめて判明した。これらの成果により、平城

宮朝集殿院の区画施設に関する大 きな知見が得 られ、

平城宮の造営計画に関する基本的なデータが追加され

た。

平城宮第一次大極殿院南面回廊の調査 (第360次 )

は、2002年度に第337次調査 として実施された西楼の

調査区と、1998年 度に第296次調査 として実施された

院西南隅の調査区に挟まれた部分に対 して調査をおこ

なったもので、現在進行 している当地区の整備に先立

ち、当該エリアの基本的情報を増加させることが目的

であった。そして、南面築地回廊についての最終の調

査でもあった。それにより、築地回廊北側の大極殿院

内庭および南側の朝堂院内庭に関する知見が大幅に増

加 した。まず、大極殿院内庭に関しては、時代が下る

につれてレベルを上げてくる三層の礫敷各面を過去の

調査同様ここでも確認できたが、中層礫敷以後、西楼

に向かって広場上面がなだらかに上昇 していく事実が

明らかになった。さらに上層、中層ともにそれにとも

なう雨落溝際の見切石列が確認できた。また、朝堂院

内庭については、 2面の礫敷を確認できたが、これま

で時代が中世に下ることが考えられていたそれらの礫

敷が、奈良時代に遡る可能性が高まった。これらは、

礫敷の層位的発掘を試みた成果であるといえる。

2003年度最後の宮跡の調査 (第 367次)は、中央区

朝堂院の広場に姑しておこなわれた。成果の詳細につ

いては次年度の紀要にまとめる予定だが、ここでは 4

棟の掘立柱建物が検出され、それから窺われる全体の

建物配置が東区朝堂院でみつかっている大嘗宮の建物

群と一致 し、かつ、柱穴から出土した瓦の年代観から、

それが765年 (天平神護元)におこなわれた称徳天皇

重酢の際の大嘗宮であることが推定された。また、こ

れらの遺構の下層から、下ツ道の両側溝 も確認された。

これは朱雀門の下でも確認されているもので、この遺

構についてのこれまでで最も北での確認ということに

なる。

京の調査のうち、旧大乗院庭園の発掘調査 (第 365

次)は、現在庭園を管理する (財)日 本ナショナル ト

ラス トの委嘱を受け、復原整備のための資料を得る目

的で1995年から毎年おこなってきた一連の調査に属す

るものである。今次は主として東大池の西北隅と西南

隅の 2箇所を発掘し、中世以前から近代にいたる各時

期の遺構を把握 した。西北隅では、東大池の中世堆積

上の上に、中世後半以後の三層の遺構面を確認し、そ

のうち中間層の段階が『四季真景図』、そして上層面

が『大乗院殿境内図』に描かれているものにそれぞれ

姑応するという所見が導き出された。これは、これま

で絵画の技法から想定されてきた両絵図の時期比定と

は正反対のものである。西南隅では、積上の下に入江

状の洲浜が部分的に確認され、それが元興寺禅定院の

庭園遺構である可能性が出てきた。また、それ以後の

積上が長期になされた結果、現状のような比較的急勾

配の岸辺となっているわけだが、それを切る暗渠の上

管が明治 5年製であることから最上層の積土は近世で

あろうと推定されるにいたった。

法華寺の調査 (第 363次)は境内全域に姑する防災

施設改修事業に先立つ事前調査で、基本的に幅 lmの
トレンチ調査であったが、現境内全域に対 して実施さ

れたことにより、当地区の古代以後の変遷を示す多 く

の遺構をみつけることができた。なお、現本堂の南に

位置する池部分に対 しておこなわれた調査 (第 366次 )

は護摩堂建設にともなう小規模なものである。調査に

より、まず、現境内地には規則的な配置をもつ 6棟の

東西建物群が存在 していることが明らかになった。こ

れらは確認できた範囲からすれば掘立柱建物から礎石

建物へ建替えられたと判断された。また、それらの北

方にさらに基壇建物が存在することも新たに判明 し

た。このほか、法華寺創建期の講堂及びその先行建物

や中世の環濠状遺構なども確認された。

以上の主要な調査の詳細やそれらと併行 しておこな

った小規模調査の内容については『奈良文化財研究所

紀要2004』 を参照されたい。

発掘調査にともない実施した現地説明会は以下のと

お りである。

平城第355次調査 (平城宮朝集殿院)

2003年 6月 14日  山本 紀子

平城第360次調査 (平城宮第一次大極殿院南面回廊 )

2003年 8月 23日  山本  崇

平城第365次調査 (旧大乗院庭園)

2003年 11月 15日 金井  健

平城第367次調査 (平城宮第一次朝堂院)

2004年 3月 27日  金田 明大
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文化遺産研究部の研究活動

当研究部を構成する建造物研究室、歴史研究室、遺跡

研究室では、各研究室の個別テーマによる調査研究を継

続的におこなうとともに、共同で南都寺院の歴史的景観

に関する研究として唐招提寺を対象に取 り組んでいる。

●建造物研究室の調査と研究

歴史的建造物・伝統的建造物群の調査研究

現存建築・古材・遺構・遺物などの現物資料を中心

に据えて古建築及び伝統的建造物の調査研究を進めて

いる。

重要文化財長谷寺本堂 (奈良県)の建造物調査をお

こない、報告書を刊行 した。当本堂に対する本格的な

詳細調査は初の試みであ り、必ずしも明確でなかった

特異な平面や構造形式の成 り立ちと慶安 3年 (1650)

再興の経緯などを明らかにした。

長野県楢川村からの受託研究として平沢地区の伝統

的建造物群保存対策調査 (2004年 度まで継続)、 および

旧奈良井宿の原家住宅、旧贄川宿の深澤家住宅の建造

物調査をおこなった。また、岡山県成羽町からの受託

研究として吹屋の片山家住宅の建造物調査をおこなっ

た。建造物調査では各住宅毎に報告書を取 りまとめた。

木造建造物の保存修復に関する調査研究

1998年度からの 7カ 年計画で進めているプロジェク

トであり、多様化する文化財建造物の保存修復に対処

する新たな体制と組織を検討すること、過去の事例を

検証 しながら今後の保存4笏復のあるべ き考え方、方法

を探ること、保存事業に伴い蓄積された学術資料を再

評価 してその保存活用方法を探ることなどを目的とす

る。2003年度は保存図目録、乾板写真目録、現状変更

説明を刊行 した。

平城宮建物の復原的研究

大極殿院東西楼の基本設計に必要な資料を得るため

に、小屋構造の類例調査、簡易構造模型の製作、韓国

建築の小屋構造に関する資料の収集及び研究会の開催

をおこなった。また、大極殿の屋根仕様に関する研究

会を開催 した。

その他

文化庁によるアジア・太平洋地域文化財建造物保存

修復協力事業として実施されるベ トナム・ ドンラム村

の保存計画策定調査への協力要請を受けて、その準備

作業に着手した。その他、全国各地で実施されている

文化財建造物等の4多理事業・遺跡整備事業に関わる修

理・復原 。整備等に対 して援助・助言した。

●歴史研究室の調査と研究

歴史研究室では世界文化遺産に登録されている南都

の寺社所蔵の書跡資料について継続的に調査研究をおこ

ない、また奈文研所蔵の歴史資料の研究をおこなっている。

本年度の南都寺院の調査は、興福寺、薬師寺、唐招提

寺、東大寺所蔵の書跡資料についておこなった。興福

寺調査は、聖教文書箱が80合以上所蔵されているうち、

目録が未刊行の第61画以降の分につき、補足の調査・

写真撮影をおこない、第70面 までの分の目録を『興福

寺典籍文書 目録第三巻』として刊行 した。当初は第80

函までで一冊の目録とする予定であったが、量的に収

録 しきれず分冊とした。内容的には、鎌倉時代後期の

紙背文書のある論義草や江戸時代の維摩会関係文書な

どが量的に多い。なお良尊筆 といわれる大般若経600

帖を収める第68函分は今回は除いた。あわせて第81画

以降の分についても、目録データを作成しつつある。

薬師寺調査は、第29面にあたる箪笥収納分を調査中

である。江戸時代の「公文所 日記」や「年中毎日之記」

などの冊子や年貢関係の文書を多 く】又納 し、江戸時代

の薬師寺の状態を知る格好な史料である。現在第23函

分を撮影している。唐招提寺関係では、寺内惣倉に収

蔵する明治以降の書類の調査とともに、奈良県立図書

館所蔵の唐招提寺関係史料の翻刻をおこなった。科研

費も活用 した東大寺所蔵の未整理聖教文書の調査は、

今年度12画分の目録データを入力 した。江戸時代の年

預関係文書、周辺所領関係文書などが多 くを占めるが、

平安・鎌倉期の文書や経巻類の発見もある。一例とし

て、『奈文研紀要2004』 に長治元年の美作国封戸結解

状断簡等を紹介した。

その他の寺院では、寺側の調査協力の依頼を受け、

京都仁和寺御経蔵聖教調査、滋賀石山寺聖教調査や京

都府教委依頼の神護寺聖教調査、奈良市教委依頼の氷

室神社大宮家文書調査、奈良吉野町教委依頼の上田家

文書調査等に協力をした。

また奈文研所蔵の資料については、継続 して調査撮

影等の業務をおこなっているが、そのうち北浦定政関

係資料に関して、「松の落ち葉」を昨年度に引き続 き
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影印および文字部分翻刻 して、 F北浦定政関係資料

松の落ち葉二』として刊行 した。これで北浦定政作成

の野帳「松の落ち葉」五冊の紹介を終えたことになる。

また関野貞関係資料については、『奈文研紀要2003』

に概要を報告した。明治30年代前半の日記や調査野帳、

図面頚などが含まれる。

なお北浦定政関係資料は、2004年3月 に飛鳥資料館

でおこなわれた「重要文化財指定記念展」に展示され

たが、その展示およびパンフレット作成に協力をした。

● 遺跡研究室の調査と研究

遺跡研究室は2001年4月 発足の文化遺産研究部に新

設された研究室である。遺跡整備に関する調査研究と、

庭園史に関する調査研究が当研究室の二本柱 となる。

遺跡整備に関する調査研究として、整備後の遺跡の

活用に対する関心が急速に高まっている現状に鑑み、

中期計画では全国各地の大規模遺跡の整備・活用・管

理に関する情報収集・調査・分析をとりあげた。計画

は5ケ 年で、全国の対象遺跡の現地調査を順次おこな

い、最終的には報告書を作成することとしている。3

年目にあたる2003年度は一乗谷朝倉氏遺構 (福井県福

井市)な ど北陸地方の10ヶ 所と安土城跡 (滋賀県安土

町)な ど近畿地方の10ヶ 所等、計32ケ 所の遺跡を調査

した。現地調査のとりまとめは (a)整備手法・技術、

(b)維持管理、 (c)学習施設 としての活用、 (d)

観光資源としての活用、 (e)ォ ープンスペースとして

の活用、 (f)地域の文化施設としての活用、の六つ

の観点から現状と課題を整理した。整備後の活用、管

理が適切になされるためには整備段階から活用、管理

についての綿密な計画を立てる必要があること、担当

者をはじめとして自治体の熱意、力量によるところが

大きいことなどが明かになった。なお、研究で得られ

た成果については、必要に応 じて各遺跡にフイー ドバ

ックすることとしてお り、当研究室がこの分野におけ

る情報センターの役割を担うものと考えている。

庭園史に関する調査研究として、中期計画では日本

の古代庭園を対象として文献史料、発掘調査資料、遺跡

現地における地形・水系調査などに基づ く多角的な研

究を設定 した。個々の庭園の形態、技術などを明かに

することによって、庭園の源流、成立過程、変遷を解明

することを期 している。2003年度は奈良時代の庭園遺

構をとりあげ、その特色と機能を中心に分析検討 した。

対象 とした遺構は、平城宮東院庭園(奈 良県奈良市 )、

周防国府(山 口県防府市)な ど15ケ 所である。これらの

遺構の形態的特色、技術などは明かにすることができ

たが、庭園遺構の機能、使われ方については不透明な

部分が残った。2004年 度以降さらに検討を加えたいと

考えている。また、発掘調査された古代～近代の庭園

遺跡に関する資料収集とデータベース化も中期計画で

設定 した庭園に関する研究項目であるが、これまでに

307件 の発掘庭園の所在地・時代。構成要素などの基本

項 目を和文 。英文でデータベース化 し、当研究所のホ

ームページ上で公開している。英文データベースの公

開は当研究所での最初の事例である。画像データの追

加が今後の課題となっている。

この他、地方公共団体がおこなっている遺跡の整備

事業や庭園の保存4多理事業に関する指導、助言も当研

究室の重要な役割であり、2003年度は篠山城跡(兵庫県

篠山市 )、 大乗院庭園 (奈良県奈良市)を はじめ49か所

の史跡等についておこなった。

埋蔵文化財センターの研究活動

埋蔵文化財センターは 7研究室からなり、それぞれ

の研究課題に取 り組んでいるのは言うまでもなく、全

国の埋蔵文化財担当者に対 し、埋蔵文化財の調査や保

存、遺跡保存や整備に関する研修を年間を通して開催

している。また、地方公共団体や関係機関の求めに応じ

て、各地でおこなわれる発掘調査や保存事業について、

専門的・技術的立場から指導と協力をおこなっている。

●遺物調査技術研究室

2003年 度より本研究室は人事異動に伴って、旧古環

境研究室がおこなっていた環境考古部門の業務を遂行

することになった。本年度の受託事業は大阪市内遺跡、

特に大坂城下町および、神戸市兵庫津遺跡出土の動物

遺存体の同定及び考察であった。その他に前年度より

継続 している韓国釜山大学の発掘 した金海会幌里貝塚

出上の動物遺存体の報告書執筆、高知県土佐市居徳遺

跡出土動物遺存体の同定、および報告書の執筆がある。

学会発表は、2003年 9月 に青森県奥入瀬で開催され

た 第 16回 国際環 境 生物 地 球 化 学 シ ンポ ジ ウム

(ISEB16)で研究発表をおこない、同じ9月 に英国ダ
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― リントンで開催 された「ブタと人類,Pigs and
Humans」 において研究発表をおこなった。

大坂城関連の動物遺存体には、大坂城下層 (豊 臣期～

江戸初期)の魚市場、薬種問屋、町屋からのものが含

まれ、食用だけでなく、薬用、骨細工などの多種にわ

たる動物利用の一端を明らかにできた。

兵庫津遺跡からは神戸港の前身である開港以前の近

世、兵庫津から発掘された魚類遺存体が多数出土した。

特筆できるのは以前、これまでに報告を担当した広島

県福山市の草戸千軒町遺跡、岡山城本九などと比べて、

出上した魚種が多様で、特にマダイが小さい固体に集

中する傾向が見られたことである。これは近世に生 じ

た人口増加に対応して需要を満たすために、従来漁獲

対象 とならなかった小魚まで補獲 したと考えられる。

その背景には魚携技術の進歩と、水産物の流通機構が

整備されたことを明らかにできた。中世までの網漁法

は、比較的大型の魚種を対照としていたが、近世にな

って魚種が小型化する現象は、漁網の目のサイズが小

さくなったことを示 し、それに伴う水の抵抗増加を解

決できる網漁法の発達があったことを推定できた。

受託事業以外では、高知県土佐市の居徳遺跡、兵庫

県尼崎市大物遺跡出上の動物遺存体の同定及び考察が

ある。

現生骨格標本の収集に関しては、3月 に鹿児島県出

水市立ツル博物館より、ナベブル、マナヅルなど4個

体の現生標本の提供を受け、現在、成骨中である。

●遺跡調査技術研究室の調査と研究

当研究室では、第一に、古代官衡遺跡の発掘調査・

研究や遺跡の保存活用に資するため、官衡遺跡発掘調

査法の研究を実施している。この研究では、昨年度刊

行の『古代の官衡遺跡 I遺構編』の続編として、各種

の官衛遺跡の発掘調査や出土遺物の調査に際して手引

き書としても活用できることを意図して、研究成果の

一部を F古代の官衛遺跡 Ⅱ遺物・遺跡編』 として編

集 。刊行した。この報告書では、官衡関係遺物の特徴

や資料調査法、宮都や国府・郡行・駅家・城柵・山

城・末端官衡遺跡など各種の官衛遺跡調査研究の現状

や発掘調査法についてまとめた。

第二に、古代官衛遺跡とともに、各地の古代集落・

寺院・豪族居宅遺跡等の発掘調査資料を収集 。整理

し、適宜公開を目指 して、データベース作成作業を実

施 している。このうち、遺跡の性格 。所在地 。文献目

録からなるデーター覧は、インターネットで順次更

新・公開しているが、昨年度からは官衛遺跡の所在地

図や遺構配置図、建物遺構の実測図などの画像データ

や建物遺構の諸属性についてもデータ入力 してお り、

数年以内に公開できるよう、データベース構造の改造

なども進めている。

第三に、昨年度は鳥取県気高町の指導依頼を受け、

上原遺跡群 (因幡国気多郡衡・寺院)の発掘調査報告書

を刊行したが、官衛と周辺寺院との関係や、地方行政と

領域の問題を研究する一つのケーススタデイとして上

原遺跡群の瓦類 と検出遺構を主にとりあ吠 隣接する

鹿野町寺内廃寺などの出土瓦の調査成果も踏まえなが

ら、遺物の製作技法。型式・編年、および郡衛周辺寺院

の性格、郡と領域の問題について研究を継続 している。

第四に、古代官衡 と集落に関する研究集会を開催し

た。2003年度は、「駅家と在地社会」をテーマとし、駅家

の構造、駅家 と在地社会との関係、伝馬制と駅制に関

する問題などをめ ぐって研究報告 と討議をおこなっ

た。

第五に、各地の公共団体からの依頼により、全国の

官衡・寺院遺跡等の発掘調査、遺跡の保存整備活用等

について指導助言をおこなっている。

●古環境研究室の調査と研究

考古学関連

福岡県から青森県にかけて19都府県下の32遺跡から

出上 した木材を年代測定の対象とした。注目すべき調

査結果としては、石川県八日市地方遺跡出上の木棺材

(小 口板 一辺材なし)の 年輪年代が297BoC.と 判明した

他、大阪府和泉市府中遺跡出土板材 (辺材有 り)の

312A.D.、 兵庫県尼崎市東園田遺跡出土木材 (抗 ―辺材

未確認)の 181A.D.、 大阪府瓜生堂遺跡出土木棺 (底板 ―

辺材なし)の 436BoC。などは弥生・古墳時代の年代を考え

るうえで重要な年代情報を提供することができた。

古建築関連

奈良県 (法隆寺金堂、唐招提寺金堂)、 京都府 (宇

治上神社本殿、宇治上神社拝殿、平等院鳳凰堂)、 大

阪府 (錦織神社)に所在する6件の古建築部材の年代

測定をおこなった。もっとも注目すべき成果は、京都

府宇治市に所在する国宝宇治上神社本殿の右殿・中

殿・左殿の3殿がいずれも1060年 頃の平安時代後期初
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頭に建てられたものであることが判明し、現存する日

本最古の神社建築であることが証明された。この成果

が、建築史に与えた影響は大きい。

美術品関連

奈良県国宝唐招提寺金堂に安置されている国宝乾漆

慮舎那仏坐像、国宝木心乾漆千手観音立像、国宝木造帝

釈天像の各部材について年代調査を実施 した。年代が

確定したものもあるが、いずれも部材そのものに明瞭

な辺材部が残存 しているものがなかったので、仏像の

製作年代にせまるような年輪年代は得 られなかった。

自然災害関連

神奈川県茅 ケ崎市にある国史跡旧相模川橋脚のう

ち、8本の橋脚 (いずれも辺材未確認)について年輪

年代調査をおこなった結果、1260年以降のものである

ことが確定した。また、長野県南信濃村の遠山川河川

敷に露出している埋没ヒノキは714年 に枯死 したもの

であることが判明 した。これは、平安末期の歴史書

『扶桑略記』や奈良時代の歴史書 F続 日本紀』に記さ

れている遠江地震 (前者の文献では714年、後者の文

献では715年 と異なる)の生き証人である可能性がき

わめて高いことを裏付ける結果となった。

年輪画像計測システムの開発

デジタルカメラやスキヤナ等で撮影 した年輪の画像

から、年輪幅の計測をおこなう専用の画像計測ソフト

を開発 している。現地で試料表面の詳細な年輪幅を撮

影 し、コンピュータ上で年輸幅の計測をおこなうとい

うこの方法は、従来の年輪読取器では扱えないような

大型の木製品試料や現に建っている建造物などの年輪

年代調査に威力を発揮する。上記の宇治上神社本殿お

よび拝殿、錦織神社などの年輪年代調査は、このシス

テムを用いて得 られた研究成果である。

● 保存修復科学研究室の調査と研究

保存修復科学研究室では、出土遺物および遺構の保

存科学的研究ならびに保存修復に関する開発研究を進

めている。以下に2003年 度において取 り組んだ内容を

概観する。

奈良文化財研究所の発掘調査で出上 した遺物 (木製

品、木簡、鉄製品、金銅製品)に対 して材質 。構造調

査を実施 し、保存処理をおこなった。この他、他機関

との共同研究 として以下の調査研究を実施 した。1)

固着 した状態で出土 した絹銭 をXttCT法 で丹念にス

ライス画像を取得することにより、絹銭の形態を保っ

たまま非破壊で銭種を判別することができた (長 岡京

市埋文)。 2)南茅部町で火災により焼損 した垣ノ島B

遺跡出土漆製品に対 して材質 。構造調査を実施 し、漆

成分および赤色顔料がある程度残存 していることを明

らかにした (北海道教委、南茅部町教委)。 3)】ヒ海道

縄文時代漆工技術の重要な手がか りとなるカリンバ4

遺跡 より出土 した漆製品の材質 。構造調査をおこな

い、その構造的な特徴および製作技法について多 くの

知見を得ることができた (恵庭市教委)。

開発的な研究としては、有機質遺物の保存処理にお

ける強化薬剤の浸透性の向上とより安定した形状保持

を目的に、継続 して超臨界流体二酸化炭素を用いた保

存処理法の開発に取 り組んだ。また、文化財資料の非

破壊非接触の材質判定分析技術を開発することを目的

として、これまで実験室に運び込むことのできなかっ

たもの、発掘直後あるいは発掘現場における遺物など

に対 しても、フィール ドにおいて迅速かつ精度の高い

材質分析が可能となる携帯型レーザーラマン分光分析

装置を作製 し、基礎データの蓄積 と文化財資料のラマ

ンスペクトルの測定をおこなった。

この他、受託事業として重要文化財加茂岩倉遺跡出

土品の事前調査 (文化庁 )、 重要文化財加茂岩倉遺跡

出土品の保存 4雰理 (文化庁 )、 重要文化財平原遺跡出

土品の事前調査 (文化庁 )、 重要文化財平原遺跡出土

品の保存4笏理 (文化庁 )、 京都市鹿苑寺出土修羅の保

存 4笏理 (京都市埋文)、 安芸国分寺跡出土木簡の総合

的調査 (東広島市 )、 妻木晩田遺跡土質遺構露出展示

技法の研究 (鳥取県 )、 古代土塁 (石垣)遺構の保存

整備手法の研究 (総社市 )、 青谷上寺地遺跡出土遺物

の顔料調査 (鳥取県)な どをおこなった。

また、中国より古代壁画の調査研究および保存修理



に取 り組んでいる研究者を招聘 し、「日中における古

代壁画の保存4笏復」をテーマに保存科学研究集会を開

催 した。

●保存修復工学研究室の調査と研究

当研究室では、今年度は「遺跡の保存工学的研究」

として「遺跡の斜面保護」を対象とした。遺跡におけ

る斜面は、墳丘や土塁などのような「遺構 としてのの

り面 (人工斜面)」 及び遺構 と直接的な関係をもたな

い「遺跡内地形としての斜面 (自 然斜面及びのり面)」

に分類できる。前者の保護が遺跡の保存 と本質的にか

かわることは言うまでもないが、後者の保護も遺跡の

保存ならびに景観保全上きわめて重要である。この研

究では、「遺構 としてのの り面」 と「遺跡内地形とし

ての斜面」の特性を抽出し、その保護における基本的

な考え方をまとめたうえで、各種斜面保護工法の適用

について取 り扱った。さらに、これまでの各種事例の

情報収集もおこなった。これらの成果は、公表できる

段階にはいたっていないが、「遺跡の斜面保護 (稿 )」

として取 りまとめた。遺跡保存整備の理念に基づいた

包括的な斜面保護に関する研究はこれまでおこなわれ

ておらず、研究の継続、発展 とともに、成果の公表も

視野にいれたい。こうした研究のほか、2003年度には、

埋蔵文化財発掘技術者専門研修「城郭調査過程」を担

当した。この過程は、定員を大きく上回る受講者の参

加があり、城郭分野に対する地方公共団体の関心の大

きさを示した。

●文化財情報研究室の調査と研究

文化財情報の電子化及びシステム構築については、

研究会等においてそれらの研究成果を公表するととも

に、所外の研究状況についての情報を収集し、今後の

システム構築、改良等の検討材料とした。10月 には地

理情報システム学会大会において、「遺跡内分析にお

ける高細精空中写真画像の可能性」「遺跡の階層性 と

位置表現」と題 して、遺跡GISに 関する資料の活用や

遺跡の認識における基礎的問題について研究成果を発

表 した。また、遺跡地図情報システム研究会、及び、

遺跡情報管理検討会を開催 し、遺跡研究に対するGIS

の応用等についての研究報告、報告書抄録データベー

スに関する意見交換をおこなった。

文化財情報の電子化として、木簡、図書、全文、写

真、遺跡、航空写真、軒瓦などのデータベースにおい

て、データの更新ならびに追加入力をおこないデータ

の充実に努めた。データベースヘのデータ入力に際し

ては、事前のデータ整理が大切であるため、各種文献

や参考書 目の調査等をおこないながらデータの拡充を

おこなった。また、いくつかのデータベースにおいて

はプログラムの細部の改良をおこなった。写真データ

ベースの基礎 となる写真の電子化に関しては35mm、

ブローニ、4× 5、 ガラス乾板について電子化を継続し

ておこなった。航空写真データベースにおいては、入

力の元となる原フイルムからのマイクロフイルムの作

成、マイクロフイルムからの電子画像の作成を継続し

ておこなった。

● 国際遺跡研究室の調査と研究

国際遺跡研究室は、研究所が主催する国際共同研究

事業を円滑に実施するための調整と外国からの訪問者

に対する対応が主たる業務であり、業務課と連繁 して

おこなっている。

2003年 度には、共同研究で招聘 した外国人研究者は

29名 、施設見学や表敬訪問で研究所を訪れた外国人

研究者は、10カ 国44名であ り、SARSの影響で、訪問

者は昨年度より大幅に減少している。一方、科学研究

費、招聘、共同研究費による研究所員の渡航件数は76

件で、そのうち共同研究による渡航は29件であった。

また、埋蔵文化財センターでは、国際協力事業団・

日本国際協カセンターなどの要請により、他機関が招

聘 した外国人に対 しても研修事業をおこなっている

が、当研究室では研4寡内容や講師の選定などもコーデ

ィネー トしている。2003年 度には 3件あり、合計26人

に対し研修授業をおこなった。

これらの国際関係業務の他に、2003年 度には埋蔵文

化財発掘技術者専門研修 F陶磁器調査課程』を担当し、

他の研修授業の講師を務めた。また、当研究室は、山

内清男資料の保管並びに資料閲覧希望者への対応の任

務があり、2003年度には10名が資料を閲覧した。本年

度の当研究室関係の出版物は、『山内清男考古資料 14』

奈良文化財研究所史料第66冊である。
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国際学術交流

奈良文化財研究所では、現在、中国・韓国・カンボ

ジア・チリの4カ 国の研究機関と以下のような共同研

究を実施 している。2003年度の中国との共同研究は、

中国各地に蔓延 した新型流行性肺炎の影響で研究計画

を大きく変更する事になった。当初は本年度の共同研

究の実施自体 も危ぶまれたが、幸いなことに肺炎は8

月に終息した事により、各プロジェクトは年次計画を

大幅に変更して、何とか当初の目的を達成する事がで

きた。散々の 1年であったが、研究所にとって喜ばし

い朗報ももたらされた。町田章所長が、中国社会科学

院の名誉教授称号を授与された事である。これまでの

町田所長の長年にわたる中国考古学研究成果が、日本

はもとより中国でも高い評価を受けた事が最大の受賞

理由であるが、社会科学院考古研究所長劉慶柱氏の談

によると、奈良国立文化財研究所時代から代々の所長

の下で現町田所長中心に苦労を重ね地道に取 り組んで

来た中国との交流成果ももう一つの受賞理由であると

云う。これを機会に、両国間でよリー層質の高い共同

研究が進められ、多大な成果を達成できるのではない

だろうか。

●中国社会科学院考古研究所との共同研究

両研究所は、2001年度より5カ 年計画で唐長安城大

明宮太波池遺跡の共同発掘調査を行っている。太液池

は、蓬莱池 とも呼ばれ、大明宮北部中央に位置する。

これまでの試掘調査 。発掘調査・ボーリング調査によ

って、平面は扁楕円形を呈 し、東西最大長484m、 南

北最大長310m、 面積17万だの壮大な規模を誇る園地

であることが知られている。2003年 度には、春と秋の

2回発掘調査を実施した。

春には、池北西部の半島部と池中央東寄 りにある蓬

莱島南岸部の二箇所に発掘区を設定し、本格的な調査

をおこなった。残念ながら日本側研究者は、中国で新

型流行性肺炎が蔓延したため、この調査には参加でき

なかった。

池北西半島部の調査区では、「千欄式建物」 と呼ば

れる極めて珍しい構造の建物跡が発見され、注 目を浴

びている。蓬莱島南岸の調査区では、平城宮東院庭園

跡でもみられる護岸石積み、砂州、景石の他、樽積み

擁壁の小池、玉石積みの小池、玉石溝、建築基壇、道

路遺構など遺構を検出し、初めて蓬莱島岸辺の様子が

明らかになった。詳細を知 りたい方は、考古雑誌社出

版の『考古2003年 11期 』 (中 支)と 『奈良文化財研究

所紀要2004』 をご覧頂きたい。

秋期の調査は、太液池南岸の一段高 くなった高台部

を対象に実施しているが、凍結など遺構に悪影響を与

える季節に入るため、遺構面直上まで掘 り下げた後、

一旦調査を中断し、2月 後半から調査を再開する事に

なっている。

研究員交流に関しては、9月 から10月 にかけて、安

家瑶女史を団長とする 5名の研究者を招聘 し共同研究

をおこなった。また、訪日の機会を利用 して、一般聴

衆を対象とする公開講演を開催 した。安家瑶女史には

「唐長安城の発掘調査と研究」、棄国強氏には「唐大明

宮太液池2003年春期の発掘調査成果」、龍瑞氏には

「広州南越国の王宮と官署遺跡の新発見」、謬雅婿女史

には「古代城跡と中国文明の起源」と題する講演をし

て頂いた。

一方、日本側は、秋に岡村道雄平城宮跡発掘調査部

長を団長とする 5名の研究者を派遣 し、今後の研究計

画を協議策定するとともに、秋期の発掘調査現場や春

期の発掘調査出土遺物などを視察した。また、12月 末

から1月 中頃にかけて、平城宮跡発掘調査部各研究室

から各 1名、総計 5名の研究員を派遣 し、報告書作成

のための出土遺物の調査を実施した。

この他、2004年 度刊行を目指 し、従前に実施した漢

長安城の共同発掘調査報告書を漑方協力 して作成 して

いる。

中国社会科学院名誉教授称号授与



●還寧省文物考古研究所との共同研究

2002年度から4カ 年計画ではじまった「3-6世紀 日

中古代遺跡出土遺物の比較研究」は、三燕時期の主要

な墳墓ごとに、出土遺物について比較研究をおこなう

ことにしている。Wall嚇 洞墓地出土遺物の検討が一段落

した2003年度については、双方協議の結果、甜草溝墓、

十二台88Ml墓、獲通墓を姑象とすることで合意した。

甜草溝墓は、数多 くの金製装身具類を出土 した晋代

(3世紀末～4世紀前葉)の墓であり、十二台88Ml墓 は、

重装騎兵装備をはじめとする豊富な副葬品を出土 した

前燕 (4世紀中葉)の墓である。また、獲通墓は建興

10年 (395年)の年紀 と被葬者名を刻む墓誌を出上 し

た後燕の墓である。

9月 には、日本側が訪中し、造寧省文物考古研究所

において、上記墳墓出土遺物について観察 。実測・写

真撮影を進めるとともに、金製品、金銅製品を中心に

理化学的分析を試みた。これに対 し、11月 には遼寧省

文物考古研究所の研究員6名 を招聘 し、 日中墳墓出土

遺物の比較検討をおこなうとともに、訪日の機会をと

らえて、一般聴衆者を対象に、中国における古代碑塔

修復の理念 と実際に関する講演会 (講演者工晶辰所

長・演題「中国朝陽北塔4歩復」)を開催 した。

また、昨年度、遼寧省文物考古研究所が編集 。発行

した『三燕文物精棒』の日本語訳を刊行した。

●河南省文物考古研究所との共同研究

2000年度から5カ 年計画で実施 している事業で、撃

義市大・小責冶、白河村に所在する唐三彩窯跡及びそ

の産品に関する共同研究である。

2002年 度か ら本格的な窯跡の発掘調査が始まった

が、2003年 度も春期 と秋期に2回 の調査を実施 した。

奈良文化財研究所員は、秋期の発掘調査に参加 し、併

せてサーズの影響で参加できなかった春期発掘調査出

土遺物の調査をおこなった。5月 の発掘調査は、小黄

冶塔湾村地区で実施 し、調査地点は、昨年度の発掘調

査区の南方、約30メ ー トルの地点に当たる段丘面であ

る。この調査では唐三彩の窯は検出されなかったが、

大量の三彩陶器や窯道具等が出上 した。秋期の発掘調

査は、小黄冶塔湾村 と大責冶瓦窯溝村の2箇所で実施

したが、遺構面は非常に深 く、滞在期間中には、遺構

の全貌を知る事はできなかった。

10月 には、研究員を招聘 し、情報交換をおこなうと

ともに関連する遺跡 。遺物を共同で調査 し、学術交流

を図った。また、滞在期間中には、公開講演会を開催

し、張志清副所長には「近年における河南重要考古発

見」、郭木森氏には「中国撃義市黄冶唐三彩窯跡の発

掘調査の主要成果」と題する講演をして頂き、共同研

究の成果を公表した。

●韓国国立文化財研究所との共同研究

韓国国立文化財研究所 とは、 日本の都城並びに百

済 。新羅王京の形成と発展過程に関する共同研究と生

産遺跡に関する共同研究を実施 している。この他、毎

年短期ではあるが、両研究所は、様々な分野の研究員

を相互に派遣 し、学術交流を図っている。本年度は、

平城宮跡発掘調査部主任研究官高橋克壽を派遣 した。

滞在期間中には、韓国の考古学研究者と意見を交換す

るとともに、「日本古墳時代の編年」と題する講演をお

こなった。

2003年 度も都城に関する共同研究では、日本の研究

者は、新羅王京跡、慶州の発掘現場や関連遺跡などを

踏査 し、また、新羅王京跡出土遺物の視察をおこなっ

た。一方、韓国側研究者は、藤原宮跡の発掘調査現場

や飛鳥地域などの関連遺跡を視祭した。また、滞在期

間中に、公開研究会を開催 し、金教年氏に「慶州九黄

洞苑地遺跡の調査状況」と題する講演をして頂いた。

生産遺跡に関する共同研究では、本年度は、慶州・

扶余を中心 とする新羅 。百済の瓦の調査を実施 した。

また、4名 の韓国人研究者を招聘 し、報告書刊行に向

けて現在整理中の飛鳥池工房跡出土遺物を観察検討し

て貰い有益な教示を頂いた。

●アフガニスタン文化遺産保存修復のための緊急協力

事業

当事業は、文化庁の委託を受け、東京文化財研究所

と共同で実施 した。9月 初旬、アフガニスタン・イス

ラム移行行政政権情報省との間で協力事業に関する協

定書を締結 し、世界文化遺産になったバーミヤン仏教

遺跡の保護事業と現地人スタッフ養成のための研4多事

業をおこなった。本年度のバーミヤン遺跡の保護事業

は、遺跡の範囲確認に重点を置き、仏巌の前面に広が

る平地部分、32ヘ クタールを対象に非破壊地下探査

(レ ーダー探査法)をおこない、遺構の分布状況を把

握 した。研4笏 はカブール博物館において、土でできた

つ
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遺物 (テ ラコッタ)を対象にした保存修復技術の トレー

ニングを実施 した。研修 も終わりに近付いた頃、スタ

ッフが宿泊しているホテルがロケット弾によるテロ攻

撃を受けたが、全員無事に任務を果たし帰還する事が

できた。改めて、テロ・治安状況に関する綿密な情報

収集のネットワークの必要性を痛感する事になった。

●異なる気象条件下における不動産文化財の発掘技術及

び保存に関する調査研究

当研究はカンボジアとチリの遺跡、遺物を対象に実

施 している。カンボジア・アンコール文化遺産保護に

関する研究協力は1993年 から開始 し、これまでに3年

を1フ ェイズとする3回 9年間にわたる事業をおこなっ

てきた。これまでに延べ32名 の研究員交流をおこなう

とともに、上智大学国際調査団と共同でバンテアイク

デイ遺跡やタニ窯跡群の調査研究をおこなってきた。

2002年 からはアンコール・ トム内にある西 トップ寺院

跡を対象とした新たな共同研究事業を発足させた。今

回は事業期間を2005年度までの4年 間とし、事業開始

当初に定めた発掘調査、遺跡探査、広域遺跡整備など

の諸研究を、現地のAPSARA(ア ンコール地区遺跡

整備開発機構)と 共同でおこなう予定である。

西 トップ寺院は、バイヨンの西約500mほ どに位置

する小型の石造寺院遺跡である。同寺院からは9世紀

の碑文が発見されているものの、現存するものは建築

形式などより10世紀に建立されたものと考えられ、そ

れ以後13世紀から17世紀にかけて仏教寺院として再興

されたと推定されている。この共同研究では西 トップ

寺院の変遷を明らかにするにとどまらず、アンコール

王朝崩壊後の中世の仏教寺院としての姿を明 らかに

し、この地の中世史をよリー層、豊かなものにするこ

とを目指している。また発掘現場を共同研究の場 とす

ることによって、より実効性のある人材育成を進める

ことが可能になると考えている。

西 トツプ寺院での共同研究開始に当たり、2002年 12

月6日 に現地においてAPSARA(ア ンコール地区遺跡

整備開発機構)と の覚書調印式をおこない、翌7日 に

現場で調査の鍬入れ式を執 りおこなった。本年度はこ

れに加えて、これに先立つ8月 には、西 トップ寺院調

査の第1回 目調査 として、平板による地形測量を実施

した。2003年 度には、遺跡に残る現存建物の詳細な図

面を作成するとともに、小規模な発掘調査を実施 し、

地下遺構の状況を明らかにし、2004。 2005年 度には、本

格的な発掘調査と諸図面の完成を目指す予定である。

チリにおいてはイースター島のモアイ石像を保存4雰

復するための調査研究をチリ国立文化財保存修復セン

ターと共同ですすめてきている。本年度はアフトンガ

リキのモアイ石像15体の保存処置ならびにモアイ石像

の風化に関する基礎的な現地調査をおこなった。

アフトンガリキのモアイ石像の保存処置は、ユネス

コの世界遺産録護事業への協力である。これまでイー

スター島でおこなってきた暴露試験結果をもとに、含

浸強化剤 として市販の有機珪酸エステル(Wacker社

OH100)を 選定するとともに、浸透性の高い薬剤と浸

透性の低い薬剤を新たに調製 し、劣化状態に応 じて薬

剤の使い分けをおこなった。含浸強化にあたっては、

事前にモアイ石像全体の表面強度を軟岩ペネ トロメー

タにより測定して劣化状態 (強度とその分布)を 把握 し

た。含浸強化処理後、所定の硬化期間の後、撥水処理

をおこなった。

また、イースター島におけるモアイ石像の保存修復

を考えるには、モアイ石像がどのような劣化を生 じて

いるかを知ることが今回の保存処置のみならず今後の

保存への取 り組みにも重要なことである。このような

観点から、モアイ石像に生じている劣化の要因を探る

ために、赤外線サーモグラフイなどにより基礎的な調

査を実施した。

西 トップ寺院第1次発掘調査

モアイ石造の修復 モアイ石造の劣化状態の調査
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海外からの主要訪間者一覧

0ドイツ :ベ ルリン日独センター事務総長

アンゲリカ フイーツ/'03.4.9

●台湾 :目立台南芸術学院

コウホンイン/'03.4.15

0フ ランス :国立パ トリモン研究所修復部

P]

Claire Breda//'03.5.2-7.31

● ドイツ :構造設計専門家

WIatthias Beckh//'03.5,20～ 620

0ベ トナム :社会科学院 ベ トナム考古学院

グエン・キム・ズン/'0379～ 81

0韓国 :京畿文化財団 畿旬文化財研究院

金雄信 外3名 /'03.8.6

●カンボジア :

スー・ソティ/'0398～ 922

0ポルトガル :ト マールエ芸研究所

Sofia lsabd Carrdro e」u10 外1名 //

'03,9.15-1015

0英国 :ケ ンブリッジ大学大学院博士課程

中西裕見子/'03.101～ '04.3.31

●韓国 i韓国地質資源研究院

梁 ドンユン/'0310.21

●韓国 :韓国地質資源研究院

李ジンヨン/'03.10.21

0中 国 :上海博物館

日とIIB百讐///'03.10.30

0ベ トナム :南アジア研究機構

Dr.NGUYEN VAN VIET/'031111

0イ ラン :イ ラン文化遺産庁

マジードカーメイ 外6名 /'0312.9

0中 国 :大明宮含元殿工事事務所

高 本憲 外1名 /'031210

0台湾 :中央科学院

リー・クァンチー/'04.1220～ 12.24

0イ ラン :イ ラン文化遺産庁

ハミード・ファヒーミー 外1名 /'04.120

0エ ジプト:カ イロ大学考古学部保存修復

学科助教授

Ahmed Sayed Ahmed Shoeib/'04122

●ロシア :科学アカデミー極東研究所

ユーリー・ヴォス トレツォフ//'04.24-2.5

● ドイツ :フ ンボルト大学

ステファン アルテカンプ/'04223～ 44

●韓国 :畿旬文化財研究所

丁海得 外4名 /'04.2.26

0英国 :ダ ラム大学

キース・ ドブニー/'04.3.25～ 4.8

0中 国 :河南省文物局

杜啓明 外 9名 /'04.3.30

海外からの招聘者一覧

0中 国 :中国社会科学院考古研究所研究員

安 家 瑶/'03920～ 9,30

0中国 :中国社会科学院考古研究所副研究

員

拶 雅 媚/'03,920～ 930

0中国 :中国社会科学院考古研究所助理研

究員

女U  酬寺//'03.9.20-9,30

0中国 :中国社会科学院考古研究所副研究

員

棄 国 張/'03.920～ 10,19

0中国 :中国社会科学院考古研究所助理研

究員

李 存 信/'03920～ 10,19

0中 国 :河南省文物考古研究所副所長

張 志 清/′ '03.10.14～ 1029

0中国 :河南省文物考古研究所副所長

胡 永 慶///'03.1014-10.29

0中 国 :河南省文物考古研究所館員

馬 暁 建///'0310.14-1029

0中 国 :河南省文物考吉研究所副研究員

王 竜 ]E///'031014～ 10.29

0中国 :河南省文物考古研究所館員

郭 木 森/'03.10,14～ 1029

0カ ンボジア :ア プサラ文化局長

アン・チュリアン/'0310.25～ ■4

0カ ンボジア :ア プサラ総裁

プン・ナリット閣下/'0310.25～ 11.4

0中 国 :透寧省文物考古研究所所長

]E 品 辰/ノ

ン'o3.10,25-11.5

0中 国 :遼寧省文物考古研究所科長

]E玉 女武///'031025´ ヤ11.5

0中国 :遼寧省文物考古研究所主任科員

際木 実/'031025～ 11.5

0中国 :遼寧省文物考古研究所資料管理員

李 光 明//'03.1115～ 1126

0中 国 :遼寧省文物考古研究所考古隊員

李 堆 宇 /́'03.1115～ 1126

0中 国 :遼寧省文物考古研究所主任

万 雄 ヽ/'03.11.15～ 11.26

0カ ンボジア :王立芸術大学卒業生

�生r Sok Keo Sovannara/'04115～ 2.13

●カンボジア :王立芸術大学卒業生

MrChhum Meng Hong/'04115～ 213

0カ ンボジア :王立芸術大学卒業生

A/1r Khut Sokhan/ア '04115～ 2.13

●カンボジア :王立芸術大学卒業生

M s Ourn Sinang/'(И l15～ 213

●カンボジア :工立芸術大学卒業生

h4ts Prak Sinath//'041.15～ 2.13

0米国 :ダ ンバー トンオークス研究所ラン

ドスケープ研究部長

ミシェル・コナン/'04119～ 1.25

0中国 :甘粛省博物館副館長

馬 1青 林//'042.5～ 214

0中 国 :甘粛省博物館文物保護部副主任

張 健 全/'04,2.5～ 214

0大韓民国 :日立慶州文化財研究所長

升 ,堆 α鵞//'0429-221

0大韓民国 :国立慶州文化財研究所学芸研

究士

金 数 年′/'042.9-221

0大韓民国 :国立文化財研究所 学芸研究士

経 仁 華//'04.29～ 221

0大韓民国 :国立文化財研究所 遺跡調査室

長

申 昌 秀/'04216～ 2.21

0大韓民国 :国立文化財研究所 学芸研究士

李 思 碩/'04.216～ 221

●カンボジア :王立芸術大学研究員

Voeun Vuthy/'04,3.1～ 3.7

0大韓民国 :目立群山大学校博物館学芸研

究士

郭 長 根///'04315～ 3.24
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0松井 章 :ア メリカ合衆国

'03.42～ 49/湿地考古学研究プロジェクト

オリンピア大会 文部科学省負担

●森本 晋 :オ ーストリア

'0347～ 4.14/′ 「考古学におけるコンピュー

タの応用」学会出席・発表 科学研究費

0金田 明大 :オ ーストリア

'03.48～415/国際学会CAAに て研究 。発

表 科学研究費

0小池 伸彦 :大韓民国

'0349～ 411/奈良文化財研究所創立50周 年

記念「飛鳥・藤原京展Jの展示遺物の返却

に伴う、遺物の開梱・検品の立会 他機関

0高妻 洋成 :チ リ共和国

'0353～ 5,10//環境による不動産文化財の劣

化状況調査と保存修復に関する調査研究

運営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国

'03521～527/ア ンコール文化遺産保護共

同研究現地調査 運営費交付金

0花谷 浩 :カ ンボジア王国

'03521～527/タ ニ窯跡出土遺物および西

トップ寺院の調査 運営費交付金

●深澤 芳樹 :大韓民国

'03722～725/朝 鮮半島松商里式土器の製

作技法の検討 科学研究費

0杉山 洋 :カ ンボジア王国

'03818～828 アンコール文化遺産保護共

同研究現地調査 運営費交付金

●神野 恵 :カ ンボジア王国

'03818～828 アンコール文化遺産保護共

同研究現地調査 運営費交付金

●林 正憲 :ト ルコ共和国

'03.823～ 96/イ学術目的の発掘調査に参加す

るため 他機関負担

●田辺 征夫 :ア フガニスタン

'0396～ 915/バーミヤーン地下遺跡探査の

事前調査及びそれに関するアフガニスタン

政府との協議 東京文化財研究所

●森本 晋 :ア フガニスタン

'0396～ 915//バ ーミヤーン地下遺跡探査の

事前調査及びそれに関するアフガニスタン

政府との協議 東京文化財研究所

0巽 淳一郎 :ア フガニスタン

'039.6～ 9.15/バ ーミヤーン遺跡非破壊考古

学調査のための予備調査 東京文化財研究所

0村上 隆 :ドイツ・オーストリア

'0397～ 916/国際シンポジウム「ヨーロッ

パの博物館・美術館における日本関係コレ

クション」及び研究打合せ 科学研究費

0今井 晃樹 :ア メリカ合衆国・カナダ

'03912～ 919/中国古代青銅器の調査

科学研究費

●島田 敏男 :ベ トナム社会主義共和国

'039,15～ 919//「ベ トナム社会主義共和国

ハテイ省 ドンラム村の保存計画策定につい

ての調査研究」で今後の研究の進め方につ

いて協議を行う 他機関負担

0小池 仲彦 :中華人民共和国

'03917～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

●豊島 直博 :中華人民共和国

'03917～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

0小林 謙一 :中 学人民共和国

'03,917～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

●杉山 洋 :カ ンボジア王座|

'03920～924 アンコール遺跡群現地調査

科学研究費

0金子 裕之 :中 華人民共和国

'03924～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

0牛嶋 茂 :中華人民共和国

'03920～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

0高芸 洋成 :中 華人民共和国

'03924～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

●肥塚 隆保 :中華人民共和国

'03924～927 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

●井上 和人 :大韓民国

'03925～929/「新羅王京調査の成果と意

義」で講演 先方負担

●松井 章 :英国

'039.25～ 10.5/ブ タ会議 科学研究費

0森本 晋 :ア フガニスタン

'03927～ 109/ア フガニスタン文化財保存

修復のための緊急協力事業バーミヤーン地

下遺跡探査 東京文化財研究所

0高瀬 要一 :中華人民共和国

'03101～ 1013/東 アジアにおける古代庭園

遺跡の調査研究 科学研究費

0小 i畢 毅 :ア フガニスタン

'0310.4～ 1026ィ
/バーミヤーン遺跡地下探査

東京文化財研究所

0深澤 芳樹 :大韓民国

'03106～ 1014/松菊里式土器におけるタタ

キ技法の検討 科学研究費

0岡村 道雄 :中華人民共和国

'03107～ 1012/内家古自治区興隆溝遺跡の

調査 日本・中国先史時代遺跡共同調査実

行委員会

0井上 和人 :中華人民共和国

'031012～ 1019 資料収集 科学研究費

0杉山 洋 :カ ンボジア王国

'03.1013～ 1018//カ ンボジアにおける中世

遺跡と日本人町の調査 科学研究費

●森本 晋 :カ ナダ

'031014～ 1019/バーチャルシステムとマ

ルチメディア学会での研究発表

連営費交付金

●小野 健吉 :ア メリカ合衆国

'031014～ 1114′
′
欧米庭園考古学資料収

集、日本庭園考古学に関する情報提供

運営費交付金

0岡村 道雄 :中 華人民共和国

'031027～ 111 中国太浪池共同調査

運営費交付金

0島田 敏男 :中 革人民共和国

'03.1027～ ■5 中国太液池共同調査

運営費交付金

0市 大樹 :中 華人民共和国

'03.1027～ 1110/中 国太液池共同調査

運営費交付金

0今井 晃樹 :中華人民共和国

'031027～ ■ 10/中国大液池共同調査

運営費交付金
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0町田 章 :中学人民共和国

'03.11.1～ 11.4/中 国社会科学院名誉教授授

与式 運営費交付金

●巽 淳一郎 :中華人民共和国

'03.■ 1～ 11.4/唐三彩資料調査

運営費交付金

●森本 晋 :タ イ王国

'03.11,6～ 11.10/遺跡情報表現法の調査

科学研究費

0高妻 洋成 :ア フガニスタン

'03H.15～ 1124/ア フガニスタン文化財保

存・修復協力 東京文化財研究所

0肥塚 隆保 :ア フガニスタン

'03,1115～ 11.25/ア フガニスタン文化財保

存・修復協力 東京文化財研究所

0西口 壽生 :中華人民共和国

'03.11.20～ 11.28/唐 三彩窯跡の発掘調査

運営費交付金

●巽 淳一郎 :中 華人民共和国

'0311.20～ 1128/唐三彩窯跡の発掘調査

運営費交付金

0高橋 克壽 :中華人民共和国

'03.1120～ 11.30/唐 三彩窯跡の発掘調査

運営費交付金

0小林 謙一 :大韓民国

'03.11.27～ 125/韓国古墳出土武器・武具関

連資料の調査 科学研究費

0田辺 征夫 :大韓民国

'03■ 30～125/韓国古代都城の用J'水系統

に関する資料1又集と調査 科学研究費

0杉山 洋 :カ ンボジア王国

'03123～ 12■ //カ ンボジアにおける中世遺

跡と日本人町の調査 科学研究費

●井上 直夫 :カ ンボジア王国

'03123～ 12.11/イ タニ窯跡出土土器、瓦等撮

影 運営費交付金

0花谷 浩 :カ ンボジア王国

'03123～ 1211タ ニ窯跡出土遺物の調査・研

究 科学研究費

0高橋 克壽 :大韓民国

'03.1210～ 1216/国 立文化財研究所との研

究交流 通営交付金

0清野 孝之 :中 学人民共和国

'0312.28～ 041H/唐大明宮太液池共同研

究 運営費交付金

0今井 晃樹 :中華人民共和国

'03.12.28～ 041.11/唐 大明宮太液池共同研

究 運営費交付金

0神野 恵 :中華人民共和国

'031228～ 04.1.11/太液池出土陶磁器の資

料調査 運営費交付金

●山本 紀子 :中華人民共和国

'04■4～ 111/唐大明宮太液池共同研究

運営費交付金

0次山 淳 :中学人民共和国

'04■ 4～ 1,11/唐大明宮太液池共同研究

運営費交付金

0清水 重敦 :大韓民国

'041.17～ 1.24/韓 国における歴史的建造物

保存・修復の実地調査及び資料収集

科学研究費

●森本 晋 :ベルギー・フランス

'04119～ 124/カ ンボジア出土遺物の調査

科学研究費

0清野 孝之 :大韓民国

'04.23～ 27/百 済地域出土瓦と8世紀の日本

の瓦との比較検討のため 科学研究費

●森本 晋 :カ ンボジア王国

'0425～ 2.11/ア ンコール地区調査国際調整

委員会に出席 科学研究費

0小野 健吉 :ス ペイン

'042.8～ 218/世界遺産保存修復状況調査

運営費交付金

0今井 晃樹 :台湾

'04.29～ 2.13/故宮博物院国立歴史博物館で

の調査 科学研究費

0高妻 洋成 :チ リ共和国

'042.10～224/過酷気象条件下における不

動産文化財の劣化と保存修復に関する共同

研究 運営費交付金

●降幡 順子 :チ リ共和国

'04.210～ 224/出 土遺構の露出展示法の開

発研究 運営費交付金

0杉山 洋 :カ ンボジア王国

'04219～225/ア ンコール遺産保護共同研

究現地調査 科学研究費

0清野 孝之 :カ ンボジア王国

'042.19～ 225ァ
イ
アンコール遺産保護共同研

究現地調査 運営費交付金

●岡村 道雄 :ド イツ

'04.222～ 2.28/日 本の考古展に係る展示計

画打合せ 文化庁負担

0深澤 芳樹 :ドイツ

'04.2.22～ 2.28/日 本の考古展に係る展示計

画打合せ 文化庁負担

●肥塚 隆保 :チ リ共和国

'0432～ 316/過酷気象条件下における不動

産文化財の劣化と保存修復に関する共同研

究運営費交付金

0田辺 征夫 :大韓民国

'04,3.3～ 36/出土繊維製品の調査

他機関負担

0小林 謙一 :大韓民国

'043,3～ 36/出土繊維製品の調査

他機関負担

0小池 伸彦 :中華人民共和国

'04310～313/日 中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

0小林 謙一 i中華人民共和国

'04310～3.13/日 中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

●島田 敏男 :ベ トナム

'043H～ 314/ハ テイ省 ドンラム村の保存

計画策定についての調査研究 他機関負担

0清水 重教 :ベ トナム

'04.311～ 315′ /ハ テイ省 ドンラム村の保存

計画策定についての調査研究 他機関負担

0金井 健 :ベ トナム

'04311～ 3.15′/ハテイ省 ドンラム村の保存

計画策定についての調査研究 他機関負担

●杉山 洋 :カ ンボジア王国

'04.3.11～ 319/ア ンコール遺産保護共同研

究現地調査 科学研究費

0内 田 和伸 :大韓民国

'04.3.H～319/日 韓都城に関する共同研究

のため 運営費交付金

0山崎 信二 :大韓民国

'04311～319/日 韓生産遺跡に関する共同

研究のため 運営費交付金

●渡辺 丈彦 :大韓民国

'043.11～319/日 韓都城に関する共同研究

のため 運営費交付金
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●林 正憲 :大韓民国

'043.11～ 3.19/日 韓共同研究にともなう調

査 運営費交付金

0高瀬 要一 :ベ トナム・インドネシア

'04.3.11～ 3.21/ベ トナムタイホヮ州胡朝城

保存整備に関する調査研究 他機関負担

0森本 晋 :カ ンボジア王国

'04.3.12～3.17/石造遺構形状電子化のため

の調査 運営費交付金

●千田 剛道 :大韓民国

'04.3.16～ 3.19/博物館展示の調査及び遺跡

踏査 運営費交付金

0巽 淳一郎 :中 華人民共和国

'04.321～ 3.26/共 同研究打合せ

運営費交付金

●島田 敏男 :大韓民国

'043.25～ 3.28/日 韓文化財建造物交流につ

いての協議 文化庁負担

◆2003年6月 9日 (月 )・ 10日 (火 )

飛鳥藤原第119-5次 (サ II原寺寺域北限)発掘調査見学会

参加者:2000名

◆2003年6月 14日 (土 )

調査面積 :400ポ

平城第364・ 355次 (平城富東区朝集殿暁東南部)発掘調査

平城宮跡発掘調査部遺構調査室 山本 紀子

参力日者 :390名 調査面積:1534∬

◆2003年6月 21日 (土 )

飛鳥藤原第128次 (藤原宮朝堂院東南隅)発掘調査

飛鳥藤原宮跡発掘調査部遺構調査室  箱崎 和久

参加者■030名

◆2003年8月 23日 (■ )

調査面積:1024�

平城第360次 (第一次大種殿院南面築地回廊)発掘調査

平城宮跡発掘調査部資料調査室    山本  崇

参加者:400名 調査面積 :600ず

◆2003年 11月 15日 (土 )

平城第365次 (名勝旧大乗院庭園)発掘調査

平城宮跡発掘調査部遺構調査室    金井  健

参力日者 :363名 調査面積 :390∬

◆2003年 11月 22日 (土 )

飛鳥藤原第129次 (石神遺跡第16次 )発掘調査

飛鳥藤原宮跡発掘調査部資料調査室  内田 和伸

参加者:600名 調査面積 :690ポ

◆2004年3月 20日 (土 )

飛鳥藤原第132次 (朝堂院東第二堂)発掘調査

飛鳥藤原宮跡発掘調査部史料調査室 市  大樹

参力日者 :396名 調査面積 :977ポ

◆2004月 3月 27日 (土 )

平城第36フ次(中央区朝堂院朝延)発掘調査

平城宮跡発掘調査部考古第二調査室  金田 明大

参加者:1051名 調査面積:1900ポ

飛鳥藤原第132次 (朝堂院東第三堂)発掘作業 (北から)



/Ak開
講演会

第92回公開請演会  2003年 5月 17日

町田章所長から、前回より考古学をわかりやすくするた

め、概念的なお話をしている旨挨拶の後、「考古学よもやま

話―剣と刀―」と題して、剣と刀の倭の国への発達の講演

があった。特に文化の伝承の仕方について、出上した銅剣、

漢式大刀、鉄剣、楔形柄頭大刀など略図を通し、弥生銅剣

日本大刀の起源、剣が権威・神格を表す儀器であつたこと

6世紀以降実用の剣は存在しないが儀器としての鉄剣は珍

重され、刀よりも格式が高いなどのお話が好評であつた。

◆高橋克壽 :大王の家

古墳の頂きや附属の施設に据え置かれる家形埴輪は、い

ったい何のために何を写したものだろうか。現存する寺院

建築以前の日本の建築を知る上で、この種の形象埴輪は以

前より考古学者や建築史学者の研究対象となってきた。し

かし、その解釈はいまだ定まっておらず、生前の住まいを

模しているとするものから、死後の住まいを用意したとす

るもの、あるいは壊屋を象つたとする意見まで多様である。

そこで、これらを据え置かれる位置と共存する埴輪群との

関係などを考慮して整理すると、墳頂の家形埴輸は造り出

しや外堤に人物や動物の埴輸と並べ置かれるものとはつき

り区別されることがわかる。これらは埋葬された人物の魂

や首長霊と関連する装置である。これに対して、後者の家

形埴輪は、人物や動物が繰り広げる場面の舞台を用意した

ものであり、それらは基本的に王の葬送儀礼に関連する施

設であると考えられる。よつて、そこに死後の住まいはな

い。

◆清水重敦 :館を縮める一模型と建築の間

遺明における復原建物は、時に「実物大の模型」と表現

されることがある。いわば復原建物の持つ毒を中性化しよ

うとする志向が感じ取れる表現だが、逆に「模型」の話を広

く捉えたとき、復原建物の意義の再考を促す契機としても

受け取ることができる。本講演では、この表現を手がかり

に、建築における模型の意味について論じ、復原建物の意

義を考える糸日の提示を試みた。

歴史の中の建築模型は、一般的にはオリジナルに対する

二次的生成物で、かつ縮小されたものであるが、近世には

本質を抽出しながらの自在なデフォルメや、スケールの操

作によつて、オリジナルの二次的生成物という位置を越え

た独自の可能性を模型が有することもあつた。しかし、こ

うした模型の可能性は、近代における復原模型というジャ

ンルの登場により忘却され、「模型」の価値観も限定され

ていった。

想定されるオリジナルヘの接近を一つの目的とする建物

復原であるが、オリジナルはあくまでも100°/O確実なもの

ではない。それゆえに、建物の復原には、近代以降の模型

の価値観を超えた新しい可能性を生む余地が残されている

はずだと考えたい。

第 93回公開語演会 「奈文研国際研究 アジアの考古学」

2003年 11月 16日

◆毛利光俊彦 :中国北朝の瓦と飛鳥の古瓦

漢代から初唐に至る軒丸瓦について、文様ごとにその変

遷を概観した。吉祥句を主とした文字文は漢代から5世紀

前半までで、区画が十文字から丼桁に変わること、蓮雷文

は漢代の雲文をベースとして、3世紀末頃には還寧省の金

蛉寺遺跡で出現し、4世紀中頃に高句麗へ波及したこと、

そして4世紀後半から5世紀初に雲文から脱却した蓮蓄文

が北魏や高句麗で完成され、その影響が日本の高句麗系軒

丸 (豊浦寺など)に及んだことを示した。この過程で、

480年 頃に建立された北燕の朝陽北塔の創建瓦の年代観、

高句麗王陵の比定について問題提起した。軒平瓦は、瓦当

下端を波状にしただけの金蛉寺遺跡例が最古級で、これが

5世紀前半まで墨守されたことも示した。

素弁と複弁の連華文軒丸瓦は、5世紀後半に北朝とそれ

に南朝でも出現し、いずれも弁端が尖ること、これらには

波状文と弧線をいれた二重弧文軒平瓦が伴うこと、素弁軒

丸瓦の一部は6世紀前半に百済、そして6世紀末には日本

(飛鳥寺など)に及んだことを示した。

飛鳥寺の倉1建瓦の一つである、弁端に切込みがある素弁

軒丸瓦は、北朝と南朝では6世紀中頃近くになるらしいこ

と、百済大寺創建瓦の単弁軒丸瓦は、仏光を表す重圏文を

めぐらし、その祖型が雲聞石窟の仏像にあること、川原寺

の複弁軒丸瓦は、鋸歯文をめぐらすが、これも仏光らしいこ

と、弁端が窪むのは隋末～初唐の西安・西明寺下層出土瓦

の影響があることなどを推定した。だが、百済大寺や川原

寺の軒丸瓦と同じものは中国・韓半島でも見付かつてな

く、これらと組み合う、波文のない三・四重弧文軒平瓦の

故地も謎とした。
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研究集会

◆古代宮衛・集落研究会

2003年 12月 12～ 13日

昨年度は「駅家と在地社会」をテーマに

研究集会を開催した。これは、駅家につい

ての考古学的調査研究の現状を押さえなが

ら、駅家の構造・変遷やその機能、運営、

在地社会との関わり、駅戸集落との関係な

どに焦点をあてつつ、古代の交通と在地社

会のあり方、在地支配との関わりについて

考え、問題点を整理することを目的とした

ものである。

研究報告は、舘野和己「古代の交通と在地

社会」、国中広明「東山道駅路の変更と集落

の編成」、岸本道昭「駅家とその周辺―龍野

市小犬丸遺跡 を中心 として一」、小田賢

「兵庫県上郡町落地八反坪遣跡・落地飯坂

遺跡の調査」、三浦純夫「北陸の駅家関係遺

跡 一石川県津幡町加茂遺跡 を中心 とし

て一」、高橋美久二「駅家の構造」、永田英明

「駅家と駅戸」、馬場基「駅伝制と地方支配」

の 8本で、地方公共団体・大学・博物館関係

者等140名 余が参加し、討議をおこなった。

アンケー トでは 8割以上の参加者から研

究集会が有意義であったとの回答を得た。

本年度にこの研究集会の報告論文・討議

録を刊行する予定である。  (山 中餃史)

◆古代庭園研究会

2003年 12月 18～ 19日

2001年度からおこなっている日本の古代

庭国に関する調査研究の第3年度研究集会。

今年度は奈良時代の平城宮束院庭園、平城

京左京三条二坊宮跡庭園、周防国府跡庭園

遺構をはじめ計15か所の庭園遺構について

情報を収集・交換し、検討を加えた。研究

会では各遺跡の発掘調査担当者等からスラ

イドを交えて発掘成果を紹介してもらい、

それらの情報をもとに参加者間で奈良時代

庭国について討議した。詞議でははじめに

人工的色彩の強い飛鳥時代庭園に比べ、奈

良時代庭園が自然的デザインに基づいてい

ることを確認した。その上で、飛鳥時代庭

園との差異が生じた要因、おのおのの庭園

デザインの根底にある思想的背景、などに

ついて意見を出し合い、飛鳥・奈良時代庭

園に関する認識を深めた。デザインの起源

では方池の起源、洲浜の起源についてさま

ざまな見解が示されたのも成果である。

今年度までの3か年で奈良時代までの庭

園遺構についてひととおりの検討を加える

ことができたので、次年度は曲水宴など庭

園を使っておこなわれる儀式、宴遊と発掘

遺構との関連を研究するなど、庭園遺構の

性格や用途についてさらに研究を深めてい

かを確認する、組み合う重弧文軒平瓦の側

面形が剣先形か直線的かを確認する、平瓦

が凸面布目平瓦を含むものであるかどうか

を検討した。

山田寺式軒瓦の検討に際しての結論と同

じく、狭義の川原寺式軒瓦の組み合わせ

(技法・丸平瓦のセット関係を合わせたも

の)は全国的にはあまり広がらないことが

明らかになり、山城の高麗寺や近江の湖東

での諸例 との比較研究も必要となってき

た。川原寺式軒瓦が単に文様面での比較研

究だけでなく、技法面を中心として軒瓦・

丸瓦・平瓦のセットとして検討されたのは

今回が初めてであり、考古学的な検討とし

てはより深まったといえる。会場は名古屋

市博物館で、参加者は160名 であった。

(山崎信二)

く方向を確認した。

◆保存科学研究集会

(高瀬要―)

2004年 2月6日

わが国には九州地方の装飾古墳や最近話

題となっている奈良の高松塚古墳やキ トラ

古墳などがあり、壁画の保存4歩復において

は、数多くの問題が存在している。これら

の問題を解決するためには、基礎的な研究

と併せ、個々の状況に応じた実践的な研究

を進めていく必要がある。これらの問題点

は中国における壁画の保存修理とも共通す

る課題が多いことから、古代中国壁画の保

存修復に携わる専門家を招聘し、「日中に

おける占代壁画の保存修復」をテーマに、

古代顔料の分析などの自然科学的な調査か

ら様々な状況での保存修復技術などを取 り

上げて、講演会形式で保存科学研究集会を

開催した。講演タイトルは以下の通 りであ

る。「法界寺壁画の修理」 (岡泰央)、 「大召

の壁画材質分析・保護修復研究」(杜暁黎)、

甘粛王門火焼溝遺跡出土赤―黄色混合顔料

の電子顕微鏡とレーザーラマン分析」 (馬

清林)、 「甘粛武威天梯山石窟壁画・塑像の

修復」 (張健全)、「新彊ウイグル自治区クム

トラ千佛洞の病害研究と保護」(王金華・杜

暁帆)。 講演終了後に短時間ではあったが

質疑応答の時間を取ったところ、壁画その

ものの保存修復から調査研究法に至るまで

活発な討論がおこなわれた。壁画に限らず、

不動産文化財の保存修復に対する考え方な

どについて意見交換できたことはきわめて

有意義であった。 (肥塚隆保)

◆飛鳥自鳳の瓦づくり

一川原寺式軒瓦の成立と展開 (2)一
2004年 2月 28日 ～29日

川原寺式軒瓦の全国的な広がりを検討す

る2回 目の研究会である。前回は川原寺と

同籠の軒瓦を出土する大和・山城・近江・

伊勢を中心に議論した。今回は川原寺の軒

丸瓦に類似する文様をもつ摂津・河内・和

泉・紀伊・美濃・尾張・上総・下野・上野

および中国地方の川原寺式軒丸瓦について

議論した。

全国の川原寺式軒瓦を軒瓦・丸瓦・平瓦

のセットとして考え、丸瓦部が玉縁か行基
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◆生活生産遺跡出土資料研究に基づく近世

科学技術の比較研究の総合化

代表者・村上 隆 特定領域研究(1)継続

本研究は、生活生産遺跡の発掘調査に伴

って出土する考古資料を主な研究対象と

し、近世の「モノづくり」技術の系譜を探

ると共に、古代から現代に繋がる時間軸上

で捉え直すことを目的としている。最新の

機器分析を応用した材料科学的な手法を駆

使する点が本研究の大きな特徴として挙げ

られる。調査対象は、金属を中心に、陶磁

器、顔料まで視野に入れている。金属に対

する本年度の調査 。研究では、近世技術の

先駆となる古代金工に用いられた材料の変

遷を追う調査をおこなった。さらに、近世

の鉱山技術に関わる一連の作業の再評価を

おこない、特に銀精錬工程の最終段階の解

明に大きな成果を挙げることができた。研

究成果の一端は、国内学会をはじめ、「国

際鉱山ヒストリー会議」などの国際会議に

おいても発表をおこなった。さらに、シン

ポジウム『生産遺跡から探る「モノづくり」

の歴史』を企画し、第一回「金山・銀山の

技術」を開催した。陶磁器に関しては、前

年度に引き続き、近世陶磁器の施釉技術と

その発色メカニズムを探っている。顔料に

関しては、赤色を呈する顔料としてのベン

ガラの発色のメカニズムの研究を通して、

ベンガラ製作技術の検証を継続している。

◆カンボジアにおける日本人阿と中世

遺跡の研究

代表者・杉山 洋 特定領域研究 (2)新規

本年度から5カ 年計画で当該研究が発足

した。本研究は特定研究「中世考古学の総

合的研究」のなかの1計画研究として、日

本の中世期における周辺諸国との関係を、

考古学的な視点から明らかにすることを大

きな目的としている。具体的には現地文化

財監督官庁がプノンペンの文化芸術省と、

シエムリアップのアプサラ機構に2分 され

ていることから、前者とは日本人町の研究

を、後者とは中世窯業生産の研究を共同研

究として行うことを目指している。本年度

は、準備年として情報収集と両機関との調

整をおこなった。来年度以降本格的な調査

研究活動を開始する予定である。

◆推論機能を有する木簡など出土文字資料

の文字自動認識システムの開発

代表者・渡遇晃宏  基盤研究(S) 新規

1961年 の平城宮第一号木簡の発見以来、

当研究所が40年 間に培ってきた木簡など出

土文字資料解読のノウハウを広 く調査・研

究者の方々と共有し、また私たち自身の解

読の能率化を図ろうというのがこの研究の

趣旨である。所外からも理系を中心に6名

の先生方に研究分担者として協力を得てい

る。研究項目としては、 a木簡の文字情報

を簡易にデジタル化するシステムの開発、

b木簡の「文字」の事典の作成、 c木簡の

釈読作業を支援するデータベース群の構

築、 d木簡釈読用のOCRの開発を四本の

柱とする。初年度にあたる本年度は、文字

画像切 り出しソフトを開発し、木簡の文字

画像の切 り出しに着手した。また、木簡を

解読した際に作成した見取図及びデータを

記入したノー ト (記帳ノー ト)の カラーマ

イクロ撮影を実施した。これと併行して文

字画像鮮明化のためのシステムの開発に着

手し、また簡易な赤外線画像が得られる機

器として注目されるデジタルカメラについ

て、実際の木簡の調査において有効性を確

認し、その利用に一定の目途を得た。今後、

上記の作業を継続するとともに、木簡釈読

支援データベースの構築、文字自動認識シ

ステム (OCR)の 開発を進めていく予定

である。

◆東大寺所蔵聖教文書の調査研究

代表者 。綾村 宏 基盤研究 (A)(1)継続

東大寺図書館収蔵庫所在の未整理聖教文

書の調査研究である。内容的には近世の聖

教、文書が大半であるが、古いものでは長

治元年の美作回封戸結解状断簡や文安元年

の美濃国大井庄石包名年貢切符、薬師寺八

幡宮一切経の大股若経などが確認された。

日録データは12面分の入力を終え、うち主

要な聖教文書の撮影をおこなった。

◆東アジアにおける家畜の起源と伝播に関

する動物考古学的研究―特に豚、馬、牛に

ついて

代表者 。松井 章 基盤研究 (A)(1)新規

本年度は東アジアの共同研究体制をつ く

るため、ロシア、韓国、台湾、カンボジアの

考古学者らと会合を持ち、ブタの起源につ

いて共同研究を遂行することで合意した。

特に韓国では釜山大学が出版した金海会幌

里貝塚の発掘調査報告書に、動物遺存体の

項目を執筆し、1世紀から5世紀にかけての

韓国南部における動物利用、特に骨角器製

作技術の一端を明らかにすることができ

た。

◆日中古代墳墓副葬品の比較研究

代表者・花谷 浩  基盤研究 (A)(2)

継続

遼西地域の三燕時代の墳墓から出上した

馬具 。帯金具等の金銅製品について、製作

技術の検討と蛍光X線分析をおこなった結

果、古墳時代における金銅製品の製作技術

が、これらと同一の系譜関係にある見通し

が得られた。また、金製装身具の製作技術

に、鉄地金銅張技法との関連をうかがわせ

る技術を確認した。

◆吉代中国の石窟・墓室等塑像・壁画の材

質・構造調査解析と保存修復に関する研究

代表者・肥塚隆保 基盤研究 (A)(2)継続

古代塑像・壁画の材料と製作技法や年代

などに関する調査・研究、劣化とその因子

の調査ならびに個々の塑像・壁画に適した

保存修復技術の開発をおこなうものであ

る。本年度は、日本国内において鳥取県国

府町にある梶山古墳の壁画の分析と保存環

境調査、中国共同研究者の招へい、長期暴

露試験を継続している顔料の変退色調査を

おこない、古代壁画の材質および保存修復

に関する有意義な知見を得た。

◆GISを用いた首代都城の用排水系統に

関する総合的研究

代表者・田辺征夫 基盤研究 (A)(2)継続

条坊データの整理と、基礎となる地形デ

ータの入力を中心に作業をおこなった。条

坊データは、入力されたデータの確認をお

こない、いくつかのフオーマットでGIS
ソフトウェアヘの導入を試行した。また、

地形データの入力の能率化を図るため、ペ

ンデバイスの導入と試行をおこなった。

◆富本銭と和同開弥の系譜をめぐる比較

研究

代表者・松村恵司 基盤研究 (B)(2)継続

4カ 年計画の3年 目にあたる本年度は、初

期貨幣関係文献目録を完成させ、それをも

とに文献類の収集と閲覧を続行した。研究

史の総括は、江戸時代の初期貨幣研究の流

れを整理し、和同開弥を最古の貨幣とする

通説の形成過程を明らかにした。また昨年

実施した研究集会の記録集「古代の銀と銀
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銭をめぐる史的検討」を刊行した。

◆東アジア古代都城の苑地に関する基礎的

研究

代表者 。金子裕之 基盤研究 (B)(2)継続

大陸的苑地のもとは7世紀初頭の推古朝

にあり、百済、新羅の影響を受けて平城宮

苑地の源流となるが、苑地の要素について

大陸や朝鮮半島の要素とともに古来の伝統

的要素とを峻別する必要がある。8世紀、

東院庭園に初現する「州浜」酷似遺構は5

世紀前半代の奈良県巣山古墳別区の葺石に

あるし、東院庭園の岬や入り江の景石に酷

似した意匠は巣山古墳や同時代の湧泉追跡

である三重県城の越遺跡にみる。8世紀苑

地の骨格は大陸にあり、細部要素に固有の

伝統が息づく二重構造の可能性がある。

◆年輪自動計測システムの開発と木質

古文化財への応用

代表者・光谷拓実 基盤研究 (B)(2)継続

システム開発の中心となる年輸認識プロ

グラムの作成は、前年度の研究成果である

ウェーブレットによる局所的な周波数情報

の利用、ならびに層内密度プロファイルの

利用を組合わせることによっておこなっ

た。このシステムは、表面が平滑に研磨さ

れた試料や軟X線透過画像などのように、

ノイズの少ない良好な年輪画像に対しては

所期の目的を十分に果たし得ることが確認

された。

古文化財への計測システムの応用研究

は、国宝唐招提寺金堂、国宝法隆寺五重塔、

国宝宇治上神社本殿・拝殿、国宝平等院鳳

凰堂、木彫仏などについておこない、建造

物や木彫仏等の年代評価に大きな影響を与

える成果を得た。

このように、本研究で新たに導入した画

像計測による年輪年代調査方法は、これま

で年輪年代測定の対象とはなりえなかった

ような建造物や木彫仏などの現地調査も可

能になったこと、計測の作業効率が向上し

たこと、パソコン・デジタルカメラ・スキャナ

などの汎用機器でも年輪計測が可能になっ

たことなど、年輪年代学の適用範囲の拡大

と一般化に大きく結びつく研究となった。

◆古代官衛の造営技術に関する考古学的

研究

代表者・山中敏史 基盤研究(B)(2)新規

本年度は、掘立柱建物遺構と礎石建物遺

構の基本的属性について検討し、基部構造、

桁行・梁行の規模、平面構造、平面形式、

柱筋、対向側柱位置、妻柱位置、柱掘 りか

た形状・規模、礎石形状・規模、基壇形

状・規模、外周柱穴列 (縁・足場穴等)の

有無と形状・配置、雨落ち溝、階段など、

基準となる項目 (データ項目)約 120項 目

を抽出・作成した。そして各項目ごとに、

既往の研究成果を収集・整理し、暫定的な

型式分類をおこなった。また、これらの属

性項目について、データ相関図を作成し、

旧来の遺跡データベース構造を見直し、新

たなデータベース構造を作成した。

本年度は、上記のデータベース項目にし

たがって、主に関東以北の国府 。郡衡 。城

4附遺跡・豪族居宅などの発掘調査成果を中

心として建物遣構の資料収集をおこない、

約2000レ コー ドのデータベース化を進め

た。その資料収集によって、東北城柵地域

には特異な建築基部構造や平面構造を採用

している建物例が少なくないことが判明し

ている。東北城柵の櫓の造営技術に関する

検討にも着手した。

◆文化財資料用携帯型マルチ レーザー

ラマン分光分析装置の基礎的開発研究

代表者・高妻洋成 基盤研究 (B)(2)新規

レーザーラマン分光分析法を文化瑠資料

の非破壊材質分析に適用できる技術を開発

し、文化財のラマンスペクトルライブラリ

ーを構築することを目的としている。本年

度はこれまで実験室に運び込むことのでき

なかったもの、発掘直後あるいは発掘現場

における遺物などに対しても迅速かつ精度

の高い材質分析が可能となる携帝型装置を

作製し、基礎データの蓄積と文化財資料の

ラマンスペクトルの測定をおこなった。

◆東アジアにおける古代庭園遺跡の調査研究

代表者・高瀬要― 基盤研究 (B)(2)継続

4か年計画の最終年度であり、これまで

の研究をとりまとめるための国際シンポジ

ウムを開催した。韓国から2名 、中国から3

名の研究者を招聘し、日本の研究者20余名

を加えて二日間にわたり事例発表、研究討

議をおこなった。それぞれの国の最新情報

を共有し得たこと、地域や回毎の特色や差

異を確認できたこと、その上で東アジア地

域における庭園文化の伝播や系譜について

意見交換できたこと、など大きな成果があ

った。

◆古代の非鉄金属生産の考古学的研究

代表者・小池伸彦 基盤研究 (C)(2)継続

2003年度は旧備前国、備中国、摂津国な

らびに豊前日の産銅関連資料と丹波国の産

錫地関連資料、備前国の産銀地関連資料を

調査した。そのうち豊前国の精錬・採銅に

関連して、福岡県田川郡香春町所在の清祀

殿周辺および三ノ岳の踏査を実施、清祀殿

隣接地において鉱津ないし粘土熔融物の散

布を確認した。企救郡に関しては、福岡県

上清水遺跡出土墨書土器などの考古遺物と

地名、伝承などをもとに『日本三代実録』

との関連を総合的に検討した。また、対蝸

製錬に関しては、和歌山県堅田遺跡例・京

都府銭司遺跡例と飛鳥池遺跡出土遺物との

比較検討を進めた。このほかに、銅の製

錬・精錬・精製に関係する炉についての資

料収集・分類をおこない、機能・工程につ

いて検討した。

◆遺橋計測法の効率化ならびに体系化に

関する研究

代表者 :小澤 毅 基盤研究 (C)(2)継続

本研究は、近年の測量機器の発達と普及

に鑑み、遺構計測法の効率化と体系化を図

ろうとするものである。本年度は、現在ま

での各種計測法の得失を比較する一方、大

峰山系でおこなった測量調査の成果をとり

まとめて公刊した。また、各地の実態を把

握するための資料調査をひきつづいて実施

し、遺構計測マニュアルの作成をめざして

いる。

◆東アジアにおける武器・武具の比較研究

―騎兵装備を中心に一

代表者・小林謙一  基盤研究 (C)(2)
継続

馬甲・馬冑の出土例が皆無である高句麗

については、古墳の石室に描かれた重装騎

兵を資料とし、加耶地域の出土例と比較し

て検討を加えた。中国東北地方、韓半島、

日本列島と地域によって重装騎兵の普及に

違いがみられる要因としては、時期的な問

題だけでなく、戦闘方法や防禦施設の違い

が関係する可能性が考えられる。
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◆墳墓副葬品から見た吉代日韓の地域間

交流と社会変化についての研究

代表者・高橋克壽 基盤研究 (C)(2)継続

本研究課題の達成のためには、朝鮮半島

三国の各地域の併行関係を確定することが

肝要である。そこで、新羅、加耶、百済の

中心地域の土器の移 り変わりを調べ、日本

の副葬品や土器との関係で年代のわかる資

料をキーにそれぞれ相対的な年代を付与

し、三国の併行関係を確定することができ

た。この土器編年に基づいて、馬具や装飾

大刀などの特殊な製品の展開を地域ごとに

対比し、各地での生産や地域間の交流、配

布行為などの有無を確かめた。その結果、

馬具は4世紀後半以後よく似た鉄製鐙や鏡

板が各地でしだいに普遍的に見られるよう

になるが、日本ではそれがやや遅れて始ま

ること。その後の日本の金銅装馬具は従来、

加耶をはじめ朝鮮半島製品との関係が説か

れていたが、朝鮮半島とは技術や形態の伝

統が異なり、両地域とも基本的に同一のモ

ァルをもちながら6世紀にかけて独自に生

産をおこなっている姿が浮き彫 りになっ

た。それらのモデルは基本的に中国にあっ

たと考えられる。

◆古代日・韓出土ガラス及び鉛釉陶器の

総括的研究

代表者・川越俊一 基盤研究 (C)(2)継続

本年度はガラス製品や施釉陶器などの出土

資料について、1又集・分析を行い、日・韓両国

での共通点と相違点を整理した。その結果、

古代日・韓では、共通点としてガラス生産関係

遺物の形態的な類似性 。硯については施釉率

が低いこと・施釉瓦の使用状況に類似性が認

められることなど。相違点としては、施釉陶

器の器種の異なることなどを明らかにした。

◆データ交換のための遺跡情報構造標準化

に関する基礎的研究

代表者・森本 晋 基盤研究(C)(2)継続

遺跡そのものは情報化される以前の状態

であり、遺跡から引き出されたばかりの情

報は、遺跡に対する観点そのものが強く反

映している①この段階の情報はいわば内部

資料であったり、当事者の思考の内のもの

もあったりと、情報交換になじむものでは

ない。 1段階の整理を経て交換可能な情報

とすることが可能である。今年度は、情報

発生・記述・整理・報告書記載・データベ

ース作成の各過程での情報構造を検討し、

標準化がどこまで追及できるのかについて

分析を進めた。

◆戦国期、織豊期、江戸前 。中期における

瓦生産の地域別比較研究

代表者・山崎信三 基盤研究 (C)(2)継続

中四国では、高知県・香川県・山口県・

広島県・島根県下の織豊期の瓦調査をおこ

なう。例えば高知県下では天正三年から元

和期までに泉州大鳥郡・四天王寺住人など

のヘラ書き銘とともに堺環濠都市遺跡 。四

天王寺出土との同施瓦を発見した。

また分析中であるが、全国の近世瓦を8

期に細分・編年し発表した (関西近世考古

学研究11号 )

◆古墳出現期における土器生産流通体制の

研究

代表者・次山 淳 基盤研究 (C)(2)新規

本研究は、古墳出現期に吉備形、讃岐形、

東阿波形、河内庄内形、大和庄内形などと

呼ばれる特定の胎土と型式学的な特徴を備

えた一群の上器について、その生産と流通

に焦点をあてて、生産の消長、製作の中心、

流通の範囲と規模 (流通量)な どを探ろう

とするものである。また、こうした土器群

を包摂する各地域の様式構造のありかたも

在来の土器も含めて総括的に検討する。今

年度は、研究の対象となる吉備南部、讃岐、

阿波、および畿内地域の当該期土器に関わ

る文献、および資料の収集整理、また実地

調査を実施した。特に畿内地域の古式上師

器を扱った文献については、成果報告書

『畿内古式上師器研究文献目録(稿 )』 に取 り

まとめた。

◆東アジアにおける弥生時代タタキ技法波

及経路の研究

代表者・深澤芳樹 基盤研究 (C)(2)新規

アジア地域のタタキ技法の検討をとおし

て、日本列島における弥生土器のタタキ技

法の波及経路を特定しようとする試みであ

る。本年度は、日本列島内での土器の観

察・研究者との意見交換、日本列島外では

韓半島で土器の観察 。研究者 との意見交

換、また中国地域の5世紀以前の文字資料

を伴う年代資料を収集した。特に韓半島で

は、漢陽大学校博物館で古南里貝塚資料、

韓国文化財保護財団で巣松里遺跡と竹清里

遺跡資料、高麗大学校で寛倉里遺跡資料、

公州大学校博物館烏石里遺跡資料を集中的

に観察し、松菊里式土器にタタキ技法が確

かに用いられていることを確認し、その技

法の特徴を詳細に検討した。さらに大韓民

国の多 くの研究者と意見交換の場を持ち、

検討成果を共有することができた。すなわ

ちタタキ技法を工具、製作工程、身体技法

の各面から検討し、韓半島の松菊里式上器

のタタキ技法こそが、日本列島に波及して

弥生土器のタタキ技法を生んだとの、結論

に達するに至った。

◆古代中世文書の機能論的検討に基づく文書

行政研究

イ胡 譜・剤 1聡  若罰 脇 (動  腑

本研究は古代から中世にかけて、文書の

作成・伝達・保存のあり方とその時代的変

化を検討することにより、文書行政、さら

には国家 ,社会の一面をとらえることを目

指している。本年度は主に古代・中世の現

存文書の検討をおこなった。とくに、律令

制文書主義の実態と、それが中世的文書主

義にいかに移行するのかについて、理解を

深めつつあるところである。

◆古代土器の形態模倣に関する時空間的

検討

代表者・金田明大  者手研究 (B)継 続

本年度は、西日本における律令期の出土

土器資料の収集と、実見をおこなった。資

料の収集は中国 。四国地方を中心に出土資

料を発掘報告書より抽出し、併せて一覧を

作成した。

資料の実見は、暗文をもつ土師器を中心

に島根、広島、岡山、兵庫の各県の資料を

観察し検討をおこなった。

◆弥生・苗墳時代における鉄製武器の生産

と流通に関する研究

代表者・豊島直博  着手研究 (B)継続

引き続 き弥生時代の刀剣について検討

し、鉄剣に関する研究成果を論文にまとめ

ることができた。鉄刀と素環刀については、

九州の出土例を中心に実測と写真撮影を広

くおこなった。鉄刀は把の構造、素環刀は

環の製作技法に注目することによって、そ

れぞれ新たな分類と編年を行い、弥生時代

と古墳時代を分ける大きな画期を見いだし

た。
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◆東北地方非頁岩産地帯における石器石材

の利用に関する研究

代表者・渡辺丈彦  着手研究(B)継 続

本研究は、東北地方頁岩産地帝に立地す

る旧石器時代遺跡と、頁岩を産出しない地

域の遺跡 (いずれも東山系石刃石器群)と

を、選択行為を含めた石材の利用状況とい

う観点から比較検討することを研究の目的

とする。今年度は、山形県新庄盆地所在の

4遺跡と、石川県辰口町所在のユ遺跡の出土

資料を測定・分析 した。さらに、既に測

定・分析を終えている東北地方日本海沿岸

地域についてはその研究成果を論文として

まとめた。

◆中世宋様式の導入と伝播に関する研究

～北京律僧の活動を中心として～

代表者・箱崎和久  若手研究(B) 継続

多くの入宋僧が禅寺に留学するなか、北

京律僧は天台教学や律宗の寺院に身を寄せ

ている。当時、天台教院では、蓮池中に建

つ中央の弥陀殿周囲にユ6の小堂を配して修

行をおこなう十六観堂が流行 していた。

俊あが創建した泉涌寺の伽藍は、当時盛ん

だった禅寺と十六観堂の気風を全面に取 り

入れたものと理解できる。

◆ 7世紀出土文字史料の研究～書風と全国

出土遺橋に関する情報収集～

代表者・市 大樹  若手研究(B)新 規

7世紀は日本律令国家が形成される重要な

時期にあたる。近年、7世紀の木簡が相次

いで出上してお り、『日本書紀』F古事記』

などの編纂史料ではわからなかった新たな

知見が得られつつある。しかし7世紀木簡

に書かれた文字は癖の強いものであり、釈

読はたいへん困難を極める。そこで本研究

では、全国の 7世紀木簡に関する情報を広

く収集したうえで、書風を中心に検討をお

こなうこととした。本年度は、出上して間

もない飛鳥・藤原地域の木簡 (石神遺跡、

藤原宮・京跡、酒船石遺跡など)を 中心に

整理をおこなった。その成果の一部につい

ては、木簡学会の場で回頭報告するととも

に、発掘調査機関の概報 。紀要や木簡研究

などに執筆した。

◆中国古代青銅器の生産と流通に関する

基礎的研究

代表者 。◆井晃樹  若手研究 (B)新 規

本年度は海外に所蔵されているコレクシ

ョン資料の調査をおこなった。9月 にニュ

―ヨークメトロポリタンミュージアムとカ

ナダの トロントにあるロイヤルオンタリオ

ミュージアムにて調査を実施した。原寸大

実測図の作成と全体・細部とをふくめた写

真撮影をおこない、個々の資料の正確な形

態と法量を比較できる資料を作成した。そ

のほか青銅器製作時に使用した土製の鋳型

を調査し、その形態、施文方法、組み合わ

せ方、原材料、焼成方法など鋳造技法を検

討した。また、これまで中国で公表されて

いる古代青銅器の出土報告、収蔵品紹介な

どの文献を集成し、その目録を作成中であ

る。

◆国分寺を中心とした 8世紀の瓦生産 。流

通に関する基礎的研究

代表者・清野孝之  看手研究 (B)新 規

東大寺・法華寺出土瓦、唐招提寺所用瓦

とその同籠瓦、興福寺出土瓦の再検討を主

におこなった。国分総寺である東大寺、国

分総尼寺である法華寺は近年資料数が増加

しており、これらを検討した。この成果の

一部として、東大寺転害門 。法華寺阿弥陀

浄土院出土瓦盛の分析結果を公表した。

唐招提寺金堂創建軒瓦は、平城京内の法

華寺、西隆寺、西大寺、薬師寺などのほか、

山城高麗寺、丹波国分寺に同施瓦がある。

これらをすべて調査し籠傷進行や製作技法

を検討した結果、唐招提寺の瓦工が丹波ヘ

移動したとする従来の見解に疑問をもつに

いたった。この成果は今年度に口頭発表を

おこなった。

興福寺創建瓦は紀伊・淡路国分寺に影響

を与えたことが知られており、これを検討

した。検討過程で、古代の瓦生産・供給体

制との比較研究のため、鎌倉時代の興福寺

出土瓦についても検討し、いくつかの新た

な知見を得た。その成果は既に投稿済みで、

平成16年 度に掲載される予定である。

◆東アジア圏における歴史的建造物保存・

修復理論の比較研究

代表者・清水重敦  若手研究 (B)新規

初年度にあたる今年度は、韓国における

歴史的建造物保存4歩復に調査研究対象を絞

り込み、その基礎情報の収集を主課題とし

た。現地の修理工事視察、文化財庁におけ

る文化財保護関係資料収集ととアリング、

日韓都市・建築史ワークショップでの「東

アジア木造建造物保存・修復史研究への視

座」と題した報告を実施した。

◆古代宮衝関係遺跡データベース

代表者・山中敏史 研究成果公開促進費

新規

本データベースの作成は、近年著しく増

加している官術遺跡や官衛と関連するとみ

られる遺跡、豪族居宅遺跡などの発掘資料

のうち、主に建物遺構について、統一的な

分類基準に従ってその基礎データを収集・

整理・公開することによって、情報を共有

化し、研究の深化を図り、また、各地での

発掘調査の精度向上、遺構の性格の判断や

発掘方法の決定における効率化、追跡の保

護活用に関わる文化財行政の推進に資する

ことを主な目的としたものである。

本年度は、主に関東以北の回府・郡衡・

城柵・豪族居宅遺跡 。官衛関連遺跡などの

発掘調査成果を中心として建物遺構の資料

収集をおこない、新たに3400件ほどのデー

タベース入力を進めた。これには遺跡所在

地図・遺構全体図・官衛建物の個別の遺構

図なども添付し、テキス トデータと照合で

きるようにした。現在、データ入力の継続

とデータの校正、画像データとリンクさせ

る作業を進めてお り、今後4年 間の内には

奈良文化財研究所ホームページなどで公開

することを計画している。
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学会 。研究会等の活動

◆埋蔵文化財写真技術研究会

2003年 7月 4～ 5日 に第15回総会および研究会を行つた。

7月 4日 :総会 参加者143名 (含委任状)。 発表 参加者

143名 「文化財写真綱領」の宣言 (座長 :研究会会長 ;金

井杜男)

7月 5日 :講演 参加者H2名 「銀塩写真の保存性」 (井

本昭氏 ;イ メージブレーン)公開講座 参加者124名 「遺

物撮影私の場合」 1日 目は近年の文化財写真の動向を鑑み

て文化財写真に関する大綱の指針を示した 「文化財写真綱

領」を研究会でとりまとめて内外に広く発信・宣言した。

2日 目の「私の場合」は改めて撮影技術の原点に立ち返り、

それぞれの遺物撮影に対する悩みや遺物撮影の方法を公開

で司会・指導役を奈文研牛嶋茂が担当して実践しながら問

題点を共有して発表する場を提供した。 (中村一郎 )

◆木簡学会研究集会

2003年 12月 6・ 7日 の両日、第25回本簡学会総会 。研究

集会を平城宮閉資料館講堂において開催した (参加者155

人)。 6日 は、武内紹人氏 (神戸市外国語大学)・ 舘野和己氏

(奈良女子大学)「中央アジアのチベット語木簡」、竹内

亮氏 (奈文研)「具注歴と木簡一石神遺跡出土具注歴木簡

をめぐって」の2本の研究報告、7日 は、山本崇氏 (奈文

研)「2003年全国出上の本簡」による木簡出土情報の報

告、市大樹氏 (奈文研)「石神遺跡第15次調査出上の本

簡」、藤沢敦氏 (東北大学)「仙台城跡(二の丸北方武家屋

敷跡)出上の木簡」、露日真広氏 (橿原市教育委員会)「藤

原京跡左京一条四坊・三条四坊の調査出上の木簡」の3本

の出土事例報告という多彩な内容をめぐって活発な議論を

行い、本簡や遺跡についての理解を深めることができた。

また、『木簡研究』第25号を刊行した。  (渡 邊晃宏)

木簡学会研究集会

討論風景

◆ 日本遺跡学会

2008年 2月 1日 に設立にこぎつけた日本遺跡学会もよ

うや く1年 を終え、2004年 4月 1日 現在の会員数は266

名におよび、2年目を迎えたところである。手探 り状態

であった1年 目の活動を報告する。

まず、生まれたばか りの学会が何をなすべきか ?ど

のような方向に進むべきか ?が大問題である。そこで

はじめに会員の方々の意見を聞 くアンケー ト調査を実

施した。その結果、遺跡の整備・管理・活用の現状に

対する関心が高いことが明らかになつた。同時に遺跡

と都市計画・観光・地域づ くり。生涯学習などとの関

係など、遺跡にかかわる広範な問題にも高い関心が寄

せられ、学会がこれに積極的に取 り組むべきとの要望

も高かつた。アンケー ト調査によつて日本遺跡学会の

進むべき方向は見えてきた。

1年 目の最も大きな活動はH月 に開催した大会であ

る。役員会、総会、特別講演、平城宮第一次大極殿復

原現場見学会、懇親会、研究発表会を2日 間にわたつて

おこない、延べ90余名の参加があつた。6件の研究発

表があり、発表資料集を作成した。また、会員向けの

ニュースとして会報を2回発行した。その他、学会に求

められている遺跡にかかわるさまざまな情報を広 く公

開する手段としてホームページを立ち上げる作業にも

取 り組んだ。

2年 目からは本格的な活動が要求されるし、またそれ

に応えていきたいと幹事一同意を新たにしたところで

ある。 (高瀬要― )

日本遺跡学会の会報には各地の遺跡整備 :活用事例の紹介ページもあ
る。これは第 1号に掲載された佐賀県・吉野ヶ里遺跡の全景である。
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文化庁が実施する宮跡復原整備事業等
への指導・助言・協力等

●平城富跡の整備

特別史跡平城富跡第一次大極殿復原事業

第一次大極殿復原事業について、昨年度に引き続き、

文化庁および文部科学省大臣官房文教施設部大阪工事

事務所に対し、施工・監理業務に関する指導・助言を

おこなつた。2003年度に発注された工事は、木材調達、

加工組立 (初重三の肘木まで)、 天丼彩色などである。

2004年 2月 29日 には、初重の柱22本が立ち 「立柱祝

賀会」がおこなわれた。

特別史跡平城宮跡第一次大極殿地区復原整備に関する調査

検討業務

第一次大極殿地区の古代建築物の構造・意匠や彩色、

金具、瓦などに関する調査・検討を行うとともに、平

城宮跡において建物を復原するために必要な資料収集

と調査検討および、活用方策のあり方の検討などを目

的として、文化庁より受託した業務である。

検討内容は、①本部・屋根・版築の復原研究、②鴎

尾・瓦・薦等に関する復原研究、③飾り金具等の復原

研究、④彩色に関する復原研究、⑤地盤に関する調査

研究、⑥文献から見た大極殿の使われ方の研究、⑦大

極殿地区の活用のための調査研究であった。各項目に

ついて研究会を開催 しなが ら調査検討を進め、文化庁

にその成果報告をおこなつた。

①では、中国・韓国における古代建築構造の検討、

②鴎尾について1/2模型での検討、③古代金具の事例

検討、④古代彩色事例や顔料の検討、⑤軟弱地盤土

質確認のための調査仕様の検討、⑥文献に見られる大

極殿地区の史料検討、⑦平城宮跡における現状活用状

況把握のため、四季それぞれの利用実態調査を実施し

た。

特別史跡平城富跡第一次大極殿地区復原整備に関する軟弱

地盤等調査検討業務

(1)大極殿院地区軟弱地盤調査 大極殿院地区で存在が明

らかになった軟弱地盤について、その範囲や深さの状

況等の資料を得るために表面波探査、電気探査、地中

レーダー探査、重力探査をおこなった。

(2)平城宮跡出土瓦の理化学的分析 大極殿及び院地区の

復原に際し使用する瓦について、復原に必要な数値的

条件を把握するための分析をおこなった。

●キトラ古墳の予備調査

2003年8月 、キ トラ古墳仮設保護覆屋が完成した。

1000/0近 い湿度と地温に運動 した気温を保持すること

ができ、石室の環境を維持しつつ調査がおこなえる施

設である。当初、秋以降に墓道未掘部分の調査を開始

するはずだったが、墳丘のカビ処理や観測機器の設置

などに時間がかかつたため、2004年 1月 末に調査を再

開した。調査は、古墳の墳丘南側にかぶるように設置

された 「小前室」内部でおこなつた。

発掘調査は、まず、盗掘坑の完掘をめざした。盗掘

坑は、上幅約2m、 底幅0.3mの細長いもので、石室天

井石の西辺から石室南側にかけて掘削されていた。底

には、盗掘時に破壊された石室の溶結凝灰岩製石材断

片が堆積し、それに混じつて、漆片や金銅製品細片が

出土した。

墓道部は、前年度に掘 り残した長さ約1.5m分を調査

した。盗掘によつて、墓道西壁はかなり損壊をうけて

いたが、破壊が床面にまではおよんでいなかつたので、

そこでの遺構の遺存状態は良好だつた。床面で、コロ

のレール痕跡 (道板痕跡)4条 と穴2個を確認した。穴

は柱穴と思われ、コロのレールを抜いて埋め戻 した後

に掘削されていた。墓道は、2002年調査分と合わせ、総

延長3.6mを調査したことになる。石室との取 りつき部

分での幅は2m。 西壁は、石室の手前 1.2mの ところで

第1次大種殿正殿 (初重の柱44本)東から



鉤の手に屈折する。

墓道をほぼ完掘したので、石室の前面の状況がわか

るようになつた。閉塞石、南端の天丼石、東西の側壁

の小日、底石の南端部を確認できた。各石材の加工手

法の細部は、高松塚古墳と違つている。石室の内法は

2.4× 1,04m、 石室総高182mあ る。石材のすべての

合わせ目に漆喰が塗 り込んであった。

閉塞石の左上を破壊して盗掘してお り、上下65cm、

上幅40cm、 下幅25cmの孔があく。天丼石や西側壁石に

も削られた痕跡 (刃幅約5cm)があつた。

今年度の調査で、石室外側の発掘はほぼ終了した。

終末期古墳の墓道を完掘できたのは初めてのことであ

る。また、盗掘孔を通して石室内部の壁画の現況を観

察することができるようになつたが、壁面の漆喰は予

想以上に危機的状態にある。今後の保存修復に向けた

準備作業として、壁画の写真撮影 (銀塩・デジタル・

赤外線)と フォトマップ用撮影をおこない、十二支像

の寅と子を確定するなど、大きな成果が上がっている。

今後とも、文化庁や東文研など関係機関と密接な連携

を保ちながら、慎重に調査をおこなつていきたい。 キトラ吉墳墓道
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2研修・指導と教育

埋蔵文化財センターの研修と指導

文化財の保存・活用を推進し、国民に対するサービ

スの向上を図るため、地方公共団体等の埋蔵文化財担

当専門職員の資質向上を目的とする研修を実施してい

る。今年度は、一般研修 1課程、専門研修8課程、特別

研修5課程の合計 14課程の研修を開催 した。研修総日

数165日 、研修生総数245名であつた。

また、埋蔵文化財センターおよび各研究部では、要

請にしたがって地方公共団体や関係機関が実施する発

掘調査・遺物の保存・遺跡の保存・遺跡整備等に対 し

ての指導・助言等の協力をおこなっている。今年度の

主なものの一覧を別表に掲げた。

このほか、文化庁、各公共団体、関係機関からの依

頼を受けて、発掘調査、動物遺存体の同定、年輪年代

測定、遺物の保存処理・分析等の受託研究もおこなつ

た。主なものを別表に掲げる。

京都大学大学院の教育

連携教育を行っている京都大学大学院人間・環境学

研究科では、教育研究理念をより高度なレベルで達成

するため平成15年 4月 に大幅な改組をおこなった。

奈良文化財研究所の教官は、共生文明学専攻一文化

環境学系学部一文化・地域環境論講座一文化遺産学分

2003年度 日本各地の遺跡 。建造物等に関する指導・

野に属し、文化財調査法論 1・ 2(田辺征夫・山中敏史・

小野健吉)、 環境考古学諭 1。 2(光谷拓実・肥塚隆保 。

松井章)、 文化遺産学演習1(田辺征夫・山中敏史・小野

健吉)、 文化遺産学演習 2(光谷拓実 。肥塚隆保 。松井

章)の各講義、演習、実習を京都大学および奈良文化財

研究所の各教官研究室でおこなった。このほか、講座

リレー講義の文化・地域環境基礎論を分担した (今年度

担当は田辺征夫)。

奈良女子大学大学院の教育

奈良文化財研究所が奈良女子大学と連携している大

学院教育では、3名の併任教官が人間文化研究科 (博士

後期課程)比較文化学専攻文化史論講座の3教科を受け

持つている。

歴史考古学特論 (花谷 浩)、 宗教考古学特論 (金子裕

之)、 歴史資料論 (渡邊晃宏)で あり、歴史考古学は6。 7

世紀の寺院や瓦再の諸問題、宗教考古学では律令的祭

祀の諸問題、歴史資料論は木簡の諸問題を扱つた。こ

れらはいずれも飛鳥藤原京、平城京における貴重な発

掘品を前に行う授業であり、他に例をみない。余良文

研ならではの “贅沢な教育"、 といえよう。04年度か

らは奈良女子大学の独立行政法人化を受けて体制の見

直しがあり、教官の併任は客員となるが、講座内容の

変更はない。

協 フL中毒竃  (委員の委嘱を受けているもの)

(北海道)標津遺跡群天然記念物標津湿原       |(京 都) 恭仁宮跡 仁和寺 井手内遺跡 平等院  |(岡山) 鬼城山 万富東大寺瓦窯跡 津山市景観整備

入江・高砂貝塚               1     銚子山古墳 尼門跡寺院         1     備中松山城跡 寒風古窯跡群 津島遺跡

(青森)三 内丸山遺跡 是川縄文の里        |(大 阪) 堺市史跡土塔 今城塚古墳 闘鶏山古墳  1     彦崎貝塚

(岩手)志 波城跡 平泉遺跡群            1     高井田横穴線刻壁画 千早城跡・楠木城跡・ |(山口) 大内氏遺跡 下関市史跡

働 )多 賀城跡 里浜貝塚            1     赤阪城跡 日本民家集落博物館      |(徳 島) 阿波国分尼寺跡 脇町市街地景観整備

亘理町三十三間堂官衛遺跡          |(兵 庫) 落地飯坂遺跡 赤穂城跡 篠山城跡    |(御 W) 宗吉瓦窯跡 丸亀城跡 快天山古墳

(栃木)下 野国分寺跡               |(条 鋤  酒船石遺跡 大乗院庭園 藤ノ木古墳   |(愛媛) 来御廃寺跡 宇和島城跡 道後温泉本館

(茨城)結 朔時 跡                1     橿原市伝統的建造物群保存地区      |(福 岡) 大申特史跡 下高椅蜘

鯨潟)佐 渡金山遺跡               1     唐古・鍵遺跡              1     旧三奈木黒田家庭園

(福井)国吉城跡 工山古墳辞・兜山古墳 後瀬山城跡 l lr日歌山)根来寺 養翠園 (佐賀) 肥前団付跡 名護屋城跡並びに陣跡

(岐阜)員 塚古墳                 |(鳥 取) 青谷上寺地遺跡 妻本晩田遺跡      1     天狗谷窯跡

(静岡)新 居関跡 登呂遺跡            1     鳥取県近代和風建築           |(長 崎) 原の辻遺跡 矢立山古墳

(愛知)小 長曽陶器窯跡 正法寺古墳        |(島 恨) 石見銀山遺跡 西谷噴墓群 田和山遺跡  |(宮崎) 生目古墳群

(三重)上 野城跡                 1     松江城

(滋賀)近 江国庁跡 安土城跡            |(広 島) 安芸国分寺跡
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2003年度 埋蔵文化財発掘技術者等研修課程一覧

区分 課  程 実施期日 定 員 対 象 内 容 担  当 室 捌膠日数 受講者数

一
般

研
修

一般課程

2003年
6月 10日

ぞ
7月 18日

18名

地方公共団体の埋蔵文化

財担当職員若しくはこれに

準ずる者で、発掘調査の経

験が十分でない者

遺跡の発掘調査を進めるた

めに必要な基礎的知識と技

脚 笏

文化財情報研究室 39日 18名 17名

専

研

修

写真基礎課程

2003年
5月 7日

?

5月 15日

16名

地方公共団体の埋蔵文化財担

当職員若しくはこれに準ずる

者で、一般研修修了者又はそ

れと同程度の経験を有する者

埋蔵文化財の写真撮影等
に関して必要な基礎的知識

繊翅M研醐多

写真資料調査室 9日 11名 H名

保存科学課程

2003年
5月 21日

?

6月 5日

16名

遺物、遺構の保存に関する

(呆存伴学的な専門的知謂と

鰤 C>胡帥歩
保存修復科学研究室 16日 7名 7名

文化財写真課程

2003年
8月 19日

?

9月 12日

12名

埋蔵文化財の写真撮影等
に関して必要な専門的知識

掛支術の研修

写真資料調査室 25日 7名 7名

古代集落
遺跡調査IIR程

2003年
10月 1日

ぞ

10月 10日

16名

古代集落遺跡の調査研究
に関して必要な専門的知識
とわ題内�)けm多

遺物調珈 究室 10日 13名 13名

遺跡環境調査課程

2003年
10月 16日

?

10月 31日

16名

遺跡の発掘において、第四

紀学の成果を用いて過去の

自然環境を推定復原する方

蜘 捗

古環境研究室 16日 12名 12名

官衛遺跡調査課程

2003年
11月 27日

t

12月 9日

16名

官衛遺跡の調査研究に関し

て必要な専門的知識と技術
¢メ引帥多

遺物調査技術研究室 13日 13名 13名

報告書作成課程

2004年
1月 14日

?

1月 23日

24名
見やすく読みやすい報告書
の作り方と、図録・学術誌編

集蜘 こ関す劉 歩

文化財情報研究室 10日 29名 29名

城郭遺跡調査課程

2004年
1月 28日

?

2月 4日

16名

城郭遺跡の調査・修復に必

要な専門的知識と技術の研

4歩

脚 攀 8日 34名 33名

特

研

修

科学分析調査課程

2003年
9月 17日

t

9月 19日

20名

地方公共団体の坦蔵文化財

担当職員若しくはこれに準ずる

者で、一般研修修了者又はそ
れと同程度の経験を有する者

競 期 聞 創り 牌 姉
に関する融 その利用技術
およ倒解釈、最近の動向など

に関する基礎的知識の研修

保の 室 3日 17名 17名

遺跡地図情報課程

2003年
11月 11日

!

11月 14日

24名
埋蔵文化財の調査研究ヘ

のGISの応用に関する基礎

的知識の研修

文化財情報研究室 4日 25名 24名

自然科学的
年代決定法課程

2004年
2月 17日

?

2月 20日

204ζ

自然科学的手法による年代

測矧こ関する基礎的知識の

施
古環境研究室 4日 11名 ■名

陶磁器調査課程

2004年
2月 24日

?

2月 27日

16名

近世遺跡出土日本陶穂器の

調査研究に関して必要な専

F]白 tttH講罐」躾帥行¢メ朝帥歩
国際遺跡研究室 4日 40名 40名

動物考古学課程

2004年
3月 2日

?

3月 5日

16名

遺跡出土の動物依存体研究
に関して必要な専門的知言誰

同定技術の習得をね効

古環境研究室 4日 11名 H名
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3展示と公開

飛鳥資料館の展示

◆春期特別展示「ASUKA 1/500-隠鳥・藤原京展」帰,訴三…」

2003年 4月 22日 ～ 6月 1日

奈良文化財研究所では平成 14年度に創立50周年を

記念して、 「飛鳥・藤原京展」を大阪 。東京・宮城・

二重の4カ所で開催した。当館では当該展覧会の終了

を記念して、展覧会のために作成した復元模型を中心

とした展覧会を春期特別展示としておこなった。

展覧会の表題ともなった1/500は、展示の中心とな

つた飛鳥地域の500分の 1の復元模型のことである。模

型は藤原京の南辺から飛鳥京の南辺までを含む復元模

型で、最近の発掘成果を含めた、当時の景観を具体的

に知ることができる。

この他、山田寺に関連する模型 も2点展示した。一

つは山田寺金堂の屋根の復元模型である。山田寺の発

掘調査では各堂塔によって葺かれていた瓦の形式が異

なることが明らかになつている。金堂の軒先を復元し

て、当時の瓦葺きの様子を再現した。また調査では金

堂の前に置かれていた灯籠の蓮華座部分が出上 し、上

部の破片 もいくつか発見された。それらを組み合わせ

て灯籠の復元模型を作 り展示 した。

復元模型を中心としたこの展示を通して、飛鳥時代

の様子をより具体的に理解して頂 く契機としたい。

◆秋期特別展示「古年輪」

2003年 10月 7日 ～11月 24日

近年考古学の研究には関連する諸科学の成果が大き

く取 り入れられるようになつてきている。特に年代決

定の分野では、年輪年代学や炭素同位体法の新 しい測

定方法などがもたらす年代に大きな注目が集まってい

る。

今回秋期特別展として、年輪年代学をとり上げた。

年輪年代学は当初欧米の針葉樹を用いた研究で確立さ

れた年代決定法である。1年 ごとに生成する年輪を指

標として、遺跡出土木製品の年輪からその本製品の年

代を決め、遺跡の年代を考えようとする方法である。

近年にいたって、日本でも標準年輪パターンが確立さ

れ年輪年代学が多 くの成果を上げてきている。今回の

展示では、まず年輪年代学の方法を理解して頂くため

に、標準年輪パターンを現在わかっているところまで

グラフで展示した。

さらにこの方法による年代決定で注目を浴びたいく

つかの測定例をとり上げた。まずこの方法での年代決

定が世に認められるきっかけになった信楽町の宮町遺

跡出土柱根を展示した。この柱根の測定で743年 との

測定結果がで、宮町遺跡が紫香楽宮であることが明ら

かになるとともに、年輪年代学の正確さが証明される

ことになった。

この他、展示では奈良時代にさかのぼることが証明

された唐招提寺の邪鬼、飛烏寺の部材が運ばれていた

ことがわかった元興寺の部材など、主に建築部材を中

心に、年輪年代学が大きな成果をもたらしたいくつか

の例を展示した。

平城宮跡資料館の展示

◆奈良の都を掘る一発掘速報展平城2003-
2003年 11月 1日 ～11月 21日

この展示は、平城宮跡発掘調査部が、主 として

2002年度に実施 した平城宮および平城京内の発掘調

査成果を速報展示したものである。

平城宮では、第一次大極殿院築地回廊の細部構造

(平城第360次 )、 東区朝集殿院東南部の掘立柱塀から

築地への変遷 (同 346・ 355次 )な ど、宮中枢部の最新

の調査成果を紹介した。

平城京内では、寺院の調査が主となり、興福寺中金

堂院回廊の時期変遷 (同 347次 )、 一乗院の「泉水」(同

350。 351次 )、 大乗院園池 (同 352次 )の作庭技法の細

部、西大寺四王堂の瓦積基壇 (同842次)な ど遺跡の多

様な調査成果を展示した。

出土遺物では、興福寺の創建以来の多種にわたる軒

瓦、一乗院出上の天秤棒をかつ ぐ人物を描いた上器、

法華寺旧境内出上の三彩の瓦・陶器 (同 357次 )、 これ

までに確認された平城宮出上の難波津の歌を墨書した

土器の全点展示などに観覧者の関心が集つた。

このほか、 2000年 に寄贈をうけた関野貞資料か

ら、明治年間の平城宮の貴重な測量図を展示し、発掘

調査以前の平城宮の姿をしのんでいただけた。

以上のように、この速報展では、現地説明会以後の

成果を盛 り込んで紹介するとともに、平城宮・京に関

連する多様な調査研究の成果の紹介にも努めた。
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解説ボランティア事業 図書資料・データベースの公開

平城宮跡を訪れる来訪者等に平城宮跡資料館、遺構展示

館、復原建物等の案内・解説をおこなう「平城宮跡解説ボ

ランティア」事業を1999年 10月 から開始した。

2004年 4月 1日現在126名 (I期生55名、H期生24名、Ⅲ

期生47名 )の解説ボランティアが登録、1日 7～ 10名が休館

日を除く毎日、平城宮跡資料館、遺構展示館、東院庭園、朱

雀門、大極殿工事現場の公開施設を拠点に活動している。

2003年度は、延べ7万4千有余名を解説、各人概ね月2～

3日 の活動状況である。

この解説ボランティア事業は、文化庁の「文化ボランテ

ィア通信」をはじめマスコミ、奈良県、奈良市のHP、 観光

情報誌等にも何度も採り上げられ、来訪者からお礼の手紙

が寄せられている。また、平城宮跡での熟達した高度な文

化解説は、好評を得ており、ボランティアの熱心な学習意欲

と熱意により、「ボランティア通信」などを作成している。

研究所としては、解説ボランティア活動を積極的に支援

するため活動着の配布、研究所員を交えた意見交換会を実

施、さらに研修会、学習会及び、遺跡見学会を実施、解説

資料や刊行物の提供をしている。

2003年度 平城宮跡解説ボランテイア活動状況

本研究所図書資料室では、遺跡の発掘調査報告書、

歴史的建造物の修理報告書等歴史・考古学分野を中心

に図書約23万冊、逐次刊行物約7,000タ イ トル、発掘

調査関係の遺跡、建造物、庭園等の写真約77万点を所

蔵している。2003年度は、新たに図書約 1万2千冊、写

真約2万点の受入をおこなった。

一般の利用者へは、一般公開施設として図書資料室を

公開し、所蔵資料について閲覧等の利用が可能となつ

ている。さらに所蔵図書デー方ベースがインターネッ

ト経由で検索可能となつてお り、所外からの利用者に

対する図書資料室利用の推進を図つている。

本研究所では、文化財情報の電子化をおこなうとと

もに公開用の文化財関係データベースについて、デー

タの更新ならびに追加入力をおこない、データの充実

を継続的に実施している。

2003年度には、インターネット経由で公開している木

簡データベース等について内容の充実をおこなつた。

年  月
″
数

テ
者

ン
動

ラ
活

ボ

解 説 の べ 人 数

計団  体
個  人

学  生 一  般

2003年 4月 260 2,631 349 3,841 6,821

5月 290 10.408 1.140 4,599 16,147

6月 267 1,466 1,255 3,571 6,292

7月 265 194 175 3,063 3,432

8月 247 122 493 3)866 4,481

9月 248 407 622 2,767 3,796

10月 253 3,813 996 4,109 8,918

11月 255 1,607 2.808 3,796 8,211

12月 239 214 1,055 2,320 3.589

1月 242 40 1.185 2.144 3,369

2月 243 581 817 2,830 4,228

2004年  3月 240 346 1、 175 3,403 4,924

計 3,049 21,829 12,070 40,309 74,208
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4その他

4その他

刊行物・データベース等
第40冊 平城宮発掘調査報告 XI(1981)

第41冊 研究論集Ⅶ (1984)

第42冊 平城宮発掘調査報告 XⅡ (1984)

奈良文化財研究所学報                   第43冊 日本における近世民家(農家)の系統的発展(1984)

第 1冊 仏師運慶の研究 (1954)            第44冊 平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告 (1985)

第 2冊 修学院離宮の復原的研究(1954)       第45冊 薬師寺発掘調査報告 (1986)

第 3冊 文化史論叢 (1955)             第46冊 平城京右京八条一坊十三・十四坪発掘調査報告書(1988)

第 4冊 奈良時代僧房の研究(1956)         第47冊 研究論集Ⅷ (1988)

第 5冊 飛鳥寺発掘調査報告 (1957)         第48冊 年輪に歴史を読む一日本における古年輪学の成立―(1990)

第 6冊 中世庭園文化史(1958)           第49冊 研究論集Ⅸ (1990)

第 7冊 興福寺食堂発掘調査報告 (1958)       第50冊 平城宮発掘調査報告書XⅢ (1990)

第 8冊 文化財論叢 I(1959)            第51冊 平城宮発掘調査報告書 XⅣ (1992)

第 9冊 サキ1原寺発掘調査報告 (1959)         第52冊 西隆寺発掘調査報告書 (1992)

第10冊 平城宮跡第一衆伝飛鳥板蓋宮跡発掘調査報告(1960)  第53冊 平城宮朱雀門の復原的研究 (1993)

第11冊 院の御所と御堂―院家建築の研究―(1961)   第54冊 平城京左京二条二坊。三条二坊一長屋王邸・

第12冊 巧匠阿弥陀仏快慶 (1962)              藤原麻呂邸―発掘調査報告 (1994)

第13冊 寝殿造系庭園の立地的考察(1962)      第55冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅳ

第14冊 唐招提寺蔵「レース」と「金亀舎利塔」に関する研究(1962)     一飛鳥水落遺跡の調査=(1994)

第15冊 平城宮発掘調査報告Ⅱ 官衛地域の調査(1962)   第56冊 平城京左京七条一坊十五十六坪発掘調査報告(1997)

第16冊 平城宮発掘調査報告Ⅱ 内裏地域の調査(1963)  第57冊 日本の信仰遺跡 (1998)

第17冊 平城宮発掘調査報告Ⅳ 官衛地域の調査(1965)  第58冊 研究論集 X(1999)

第18冊 州ヽ堀遠州の作事 (1965)           第59冊 中世瓦の研究 (1999)

第19冊 藤原氏の氏家とその院家(1967)       第60冊 研究論集 XI(1999)

第20冊 名物烈tの成立 (1969)            第61冊 研究論集 XⅡ (2000)

第21冊 研究論集 I(1971)             第62冊 史跡頭塔発掘調査報告 (2000)

第22冊 研究論集Ⅱ(1973)             第63冊 山田寺発掘調査報告 (2001)

第23冊 平城宮発掘調査報告Ⅵ 平城京左京一条三坊の調査(1974)  第64冊 研究論集XⅢ (2001)

第24冊 高山一町並調査報告―(1974)         第65冊 文化財論叢Ⅲ 奈良文化財研究所創立五十周年

第25冊 平城京左京三条二坊 (1975)             記念論文集 (2002)

第26冊 平城宮発掘調査報告Ⅶ(1975)        第66冊 研究論集XⅣ (2002)

第27冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告 I(1975)      第67冊 平城京左京二条二坊十四坪発掘調査報告 1日石器

第28冊 研究論集Ⅲ(1975)                時代編[法華寺南遺跡](2002)

第29冊 木曽奈良井―町並調査報告―(1975)      第68冊 吉備池廃寺発掘調査報告 百済大寺跡の調査(2002)

第30冊 五條―町並調査の記録一(1976)        第69冊 平城宮発掘調査報告 XV(2002)

第31冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅱ(1977)

第32冊 研究論集Ⅳ (1977)

第331冊 イタリア中部の一山岳集落における民家調査報告(1977)

第34冊 平城宮発掘調査報告Ⅸ (1977)

第35冊 研究論集V(1978)

第36冊 平城宮整備調査報告 I(1978)

第37冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ш(1979)

第38冊 研究論集Ⅵ (1979)

第39冊 平城宮発掘調査報告 X(1980)
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4その他

奈良文化財研究所史料

第 1冊 南無阿弥陀仏作善集 (複製)(1954)

第 2冊 西大寺叡尊伝記集成 (1955)

第 3冊 仁和寺史料 寺誌編1(1963)

第 4冊 俊乗坊重源史料集成 (1964)

第 5冊 平城宮木簡1 図版 (1966)

第 6冊 仁和寺史料 寺誌編2(1967)

第 5冊 平城宮木簡1 解説 (別冊)(1969)

第 7冊 唐招提寺史料 I(1970)

第 8冊 平城宮木簡2 図版・解説 (1974)

第 9冊 日本美術院彫刻等4歩理記録 I(1974)

第10冊 日本美術院彫刻等修理記録Ⅱ(1975)

第11冊 日本美術院彫刻等修理記録Ⅲ(1976)

第12冊 藤原宮木簡1 図版・解説 (1977)

第13冊 日本美術院彫刻等4笏理記録Ⅳ (1977)

第14冊 日本美術院彫刻等4雰理記録 V(1978)

第15冊 東大寺文書目録第1巻 (1978)

第16冊 日本美術院彫刻等修理記録Ⅵ (1979)

第17冊 平城宮木簡3 図版・解説 (1979)

第18冊 藤原宮木簡2 図版・解説 (1979)

第19冊 東大寺文書目録第2巻 (1979)

第20冊 日本美術院彫刻等修理記録Ⅶ (1980)

第21冊 東大寺文書目録第3巻 (1980)

第22冊 七大寺巡礼私記 (1981)

第23冊 東大寺文書目録第4巻 (1981)

第24冊 東大寺文書目録第5巻 (1982)

第25冊 平城宮出土墨書土器集成 I(1982)

第26冊 東大寺文書目録第6巻 (1983)

第27冊 木器集成図録一近畿古代編―(1984)

第28冊 平城宮木簡4 図版。解説 (1985)

第29冊 興福寺典籍文書目録第1巻 (1985)

第30冊 山内清男考古資料 I(1988)

第31冊 平城宮出土墨書土器集成Ⅱ(1988)

第32冊 山内清男考古資料2(1989)

第33冊 山内清男考古資料3(1991)

第34冊 山内清男考古資料4(1991)

第35冊 山内清男考古資料5(1991)

第36冊 木器集成図録一近畿原始編―(1992)

第37冊 梵鐘実測図集成 (上 )(1992)

第38冊 梵鐘実測図集成 (下 )(1993)

第39冊 山内清男考古資料6(1993)

第40冊 山田寺出土建築部材集成 (1994)

第41冊 平城京木簡1(1994)

第42冊 平城宮木簡5(1995)

第43冊 山内清男考古資料7(1995)

第44冊 興福寺典籍文書目録第2巻 (1995)

第45冊 】ヒ浦定政関係資料 (1996)

第46冊 山内清男考古資料8(1996)

第47冊 】ヒ魏洛陽永寧寺 (1997)

第48冊 発掘庭園資料 (1997)

第49冊 山内清男考古資料9(1997)

第50冊 山内清男考古資料10(1998)

第51冊 山内清男考古資料11(1999)

第52冊 地域文化財の保存4多復 考え方と方法 (1999)

第53冊 平城京木簡2 長屋王家木簡2(2000)

第54冊 山内清男考古資料12(2000)

第55冊 法隆寺古絵図集 (2001)

第56冊 法隆寺考古資料 (2001)

第57冊 日中古代都城図録 (2002)

第58冊 山内清男考古資料13(2002)

第59冊 平城宮出土墨書土器集成Ⅲ(2002)

第60冊 平城京条坊総合地図 (2002)

第61冊 撃義黄冶唐三彩 (2002)

第62冊 北浦定政関係資料 松の落ち葉― (2002)

第63冊 平城宮木簡6(2003)

第64冊 平城京出土古代官銭集成 I(2003)

第65冊 】ヒ浦定政関係資料 松の落ち葉二 (2003)

第66冊 山内清男考古資料14(2003)

第67冊 興福寺典籍文書目録第3巻 (2003)

第68冊 古代東アジアの金属製容器 I中国編 (2003)

奈良文化財研究所基準資料

第 1冊 瓦編1 解説 (1973)

第 2冊 瓦編2 解説 (1974)

第 3冊 瓦編3 解説 (1975)

第 4冊 瓦編4 解説 (1976)

第 5冊 瓦編5 解説 (1976)

第 6冊 瓦編6 解説 (1978)

第 7冊 瓦編7 解説 (1979)

第 8冊 瓦編8 解説 (1980)

第 9冊 瓦編9 解説 (1983)

飛鳥資料館図録

第 1冊 飛鳥白鳳の在銘金銅仏 (1976)

第 2冊 飛鳥白鳳の在銘金銅仏 銘文篇 (1976)

第 3冊 日本古代の墓誌 (1977)
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第 4冊 日本古代の墓誌 銘文篇 (1978)

第 5冊 古代の誕生仏 (1978)

第 6冊 飛鳥時代の古墳―高松塚とその周辺―(1979)

第 7冊 日本古代の鴎尾 (1980)

第 8冊 山田寺展 (1981)

第 9冊 高松塚拾年 (1982)

第10冊 渡来人の寺―桧隈寺と坂田寺―(1988)

第11冊 飛鳥の水時計 (1983)

第12冊 河ヽ建築の世界一埴輪から瓦塔まで―(1983)

第13冊 藤原―半世紀にわたる調査と研究―(1984)

第14冊 日本と韓国の塑像 (1985)

第15冊 飛鳥寺 (1985)

第16冊 飛鳥の石造物 (1986)

第17冊 高葉乃衣食住 (1987)

第18冊 壬申の乱 (1987)

第19冊 古墳を科学する(1988)

第20冊 聖徳太子の世界 (1988)

第21冊 仏舎利埋蔵 (1989)

第22冊 法隆寺金堂壁画飛天 (1989)

第23冊 日本書紀を掘る(1990)

第24冊 飛鳥時代の埋蔵文化財に関する一考察 (1991)

第25冊 飛鳥の源流 (1991)

第26冊 飛鳥の工房 (1992)

第27冊 古代の形 (1994)

第28冊 蘇我三代 (1995)

第29冊 斉明紀 (1996)

第30冊 遺跡を測る(1997)

第31冊 それからの飛鳥 (1998)

第32冊 UTAMAKURA(1998)
第33冊 幻のおおでら一百済大寺 (1998)

第34冊 鏡を作る 海獣葡萄境を中心として (1999)

第35冊 あすかの石造物 (1999)

第36冊 飛鳥池遺跡 (2000)

第37冊 遺跡を探る(2001)

第38冊 あすか―以前 (2002)

第39冊 AOの記憶 (2002)

第40冊 古年輪 (2003)

飛鳥資料館カタログ

第 1冊 仏教伝来飛鳥への道 (1975)

第 2冊 飛鳥の寺院遺跡1-最近の出土品 (1975)

第 3冊 飛鳥の仏像 (1978)

第 4冊 桜井の仏像 (1979)

第 5冊 高取の仏像 (1980)

第 6冊 橿原の仏像 (1981)

第 7冊 飛鳥の王陵 (1982)

第 8冊 大官大寺―飛鳥最大の寺―(1985)

第 9冊 高松塚の新研究 (1992)

第10冊 飛鳥の一と一最近の調査から―(1994)

第11冊 山田寺 (1997)

第12冊 山田寺東回廊再現 (1997)

第13冊 飛 `鳥
のイメージ(2001)

その他の刊行物 (2003年度)

奈良文化財研究所紀要2003

奈支研ニュースN碑、Nα 10、 No11、 Nα12

埋蔵文化財ニュース114(全国木簡出土遺跡。報告書綜覧)

埋蔵文化財ニュース115(環境考古黎 牛馬骨格図譜)

埋蔵文化財ニュース116(年輪年代法と最新画像一古建築・木彫仏・木工品への応用―)

埋蔵文化財ニュース117(202年度埋蔵文化財関係統計資料)

古代庭国に関する調査研究―飛ィ鳥時代庭国遺構の検討―
(平成14年度報告書)

古代の陶硯をめくる諸問題

平城宮第一次大極殿復原研究 第2回瓦研究会記録

平城宮第一次大極殿復原研究 第4回瓦研究会記録

古代の官衡遺跡Ⅱ 遺物・遺跡編

長谷寺本堂調査報告書

徳利屋家住宅調査報告書 (奈良文化財研究所編集)

加納屋深澤家住宅調査報告書 (奈良文化財研究所編集)

旧片山家住宅調査報告書 (奈良文化財研究所編集)

奈良の都を掘る 一発掘速報展 平城測饂―

重要文化財指定記念展一平城宮跡大膳職推定地出土木簡。

北浦定政関係資料―

研究図録 対馬の鏡 (東アガ 金属工芸史の研究5)

研究図録 新羅鐘・高麗鐘拓本実測図集成(東アうソ金属工芸史の研知 )

平城宮発掘調査出土木簡概報 (37)

飛′烏・藤原宮発掘調査出土木簡概報 (17)

国宝。重要文化財建造物保存図目録

重要文化財建造物現状変更説明 (1986～ 19器)本文編

重要文化財建造物現状変更説明 (19箭～1988)図 版編

重要文化財建造物現状変更説明 (1983～ 1985)本文編

重要文化財建造物現状変更説明 (1983～ 1985)図版編

国宝・重要文化財建造物写真乾板目録 I

三燕文物精棒 (日本語版)

川原寺寺域北限の調査

―飛
`島
藤原第119-5次発掘調査報告書―
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図書 。写真資料 (200Z蜘三3月 31日現在)

図書 :230,680冊

データベースー覧

木簡データベース

遺跡データベース

古代。地方官衡・居宅・寺院関係遺跡文献データベース

発掘庭園データベース(不日文・英文 )

所蔵図書データベース

薬師寺典籍文書データベース

報告書抄録データベース

墨書土器集成図録データベース

人事異動 に003.4.1～2004.3.31)

埋蔵文化財センター遺物調査技術研究室長

平城宮跡発掘調査部遺構調査室

埋蔵文化財センター古環境研究室

埋蔵文化財センター保存修復科学研究室

文化庁文化財部建造物課文化財調査官

京都大学経理部経理課課長補佐

京都大学経理部経理課第二支出掛長

大阪大学基礎工学部等会計掛

02003年 8月 1日 付け

管理部業務課課長補佐

国立民族学博物館管理部会計課課長補佐

02003年 9月 30日 付け

辞職

●2003年 10月 1日付け

埋蔵文化財センター保存 4妖復工学研究室長

文化遺産研究部遺跡研究室

02003年 12月 1日 付け

管理部管理課用度係主任

02003年 12月 31日 付け

辞職

02004年 1月 1日 付け

飛鳥資料館学芸室長

平城宮跡発掘調査部遺構調査室

松井  章

大林  潤

大河内隆之

降幡 順子

長尾  充

厚昂       ―一

木村 健次

田仲 裕一

鹿田

大塚

櫻井 雅樹

小野

中島

江川

岩本 圭輔

杉山  洋

清永 洋平

健吉

4妖自

郎

琴

一二

真

士
口
　
薩
哨

健

義

02003年 4月 1日 付け

埋蔵文化財センター長

協力調整官

平城宮跡発掘調査部長

平城宮跡発掘調査部写真資料調査室長併任

飛鳥藤原宮跡発掘調査部長

管理部管理課課長補佐

管理部管理課専門職員

飛鳥藤原宮跡発掘調査部併任

管理部管理課用度係長

管理部業務課研修。事業係長

管理部文化財情報課専門職員

飛鳥資料館併任

管理部管理課会計係主任

管理部業務課施設係主任

平城宮跡発掘調査部考古第三調査室長

平城宮跡発掘調査部遺構調査室長

飛鳥藤原宮跡発掘調査部史料調査室長

埋蔵文化財センター遺跡調査技術研究室長

●2004年 3月 1日 付け

文化庁文化財部記念物課主任文化財調査官 小野

02004年 3月 31日 付け

東京芸術大学大学院美術研究科教授    清水

■2003年 7月 2日

埋蔵文化財センター保存修復工学研究室長 松本

(公務外死亡 )

田辺 征夫

毛利光俊彦

岡村 道雄

金子 裕之

長谷川 功

松本 正典

牧野 弘之

吉田 善弘

車井 俊也

石田  勇

上垣内茂樹

深浮 芳樹

島田 敏男

山崎 信二

山中 敏史

亘 一

単位 :冊

区 分 種  別 購  入 寄 贈 計

2003年 度
和漢書 2,560 8530 11,090

洋 書 362

累計

和漢書 71,536 149,153 220,689

洋書 6,507 3484 9991

写真 :775,344点
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予算等

予算 (予定額 )

土地と建物

科学研究費補助金 (2004年 4月 30酵詢

千 円単 位

2003年 度 (参 考)2004年 度

文部科学省からの運営費交付金 (人件費を除く) 1,177,304 1,144,722

自己収入 (入場料等)予定額 14,106 14,247

計 1,191,410 1,158,969

土  地 建 物 (建面積/延面積 ) 建 築 年

本館地区 8,860 275425/675486 1964年 1よ か

平城宮跡資料館地区 ※ 1063053/16149.67 1970年 1よ か

飛鳥藤原宮跡発掘調査部地区 20,515 5533.23/800696 1988年 1ま か

飛鳥資料館地区 17,093 235384/438130 1974年 1よ か

※平城宮跡資料館地区の土地は文化庁所属の国有地を無償使用

単位 im2

単位 :千 円

研 究 種 目
2003年 度 (参 考)2004年 度

件 数 金  額 件 数 金  額

特定領域研究 2 23,800 3 17,700

基盤研究 (S) 1 15,470 1 22,490

基盤研究 (A) 5 53,820 6 48,360

基盤研究 (B) 6 23,900 3 8,200

基盤研究 (C) 9 7,000 7 6,000

若手研究 (A) l 30,160

若手研究 (B) 9 8,500 10 9,000

研究成果公開促進費 1 3,500
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職員一覧 (独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所)

管理部長
出口小太郎

――管理課長 ――――一 課長補佐
鈴木修二      長谷川功

業務課長 ―――――一 課長補佐
山内浩一      鹿田三郎

―一文化財情報課長 ―一 課長補佐

花崎仁敬      大山達大

―一文化財情報発信専門官
千田岡J道

庶務係長
Jと 幸史

会計係長 ― 会計係主任

東部浩志  松好克彦
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公開施設

7AN開
廟瞬投 Facilities Open to the Pub‖ c

Facilities(Dpen to the Public

奈良地区 Nara Area

平城宮跡資料館
Nara Palace Site Museum

1959年 から継続されてきた発掘調査 によって出土 したさまざまな

遺物や、建物の復原模型を展示 しながら、平城宮についてわかりや

すく説明しています。また、毎年度の発掘調査の速報展も実施します。

公開/休館日を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16:00ま で)(無料)

休館日/月曜日(月 曜が祝日の際は、その翌日)、 年末年始
お知らせ/ボランティアによる解説をおこなつています。(無料)

お問合わせ/奈良文化財研究所管理部文化財情報課 :0フ 42-30‐ 6フ 52・ 6フ56

遺構展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖

発掘調査で見つかった遺構をその

まま見ることができるほか、第一次

大極殿や内裏の復原模型を展示 し

ています。公 開、休館 日とも平城宮

跡資料館と同様。

朱雀門
Suzaku Cate

朱雀大路に向かって開く平城宮の正F乳

発掘調査の成果にもとづいて30年あ

まりの年月をかけて研究を進め、

1998年に建物が復原されました。公開、

休館日とも平城宮跡資料館と同様。

東院庭園
East Palace Carden

平城宮東南隅で発掘された奈良時代

の庭園跡①広いところで60mもある複

雑な形の池を中心にして、橋や周囲

の建物を復原しています。公開、休館

日とも平城宮跡資料館と同様。

奈良文化財研究所では、平城宮跡の公開活動を支援するため、文化庁所有施設の公開に協力していま硯
関連公開施設に関する問合せ先 :文化庁平城宮跡等管理事務所 0フ 42‐32‐5106

藤原地区 Fttiwara Area

飛 鳥 藤 原 宮 跡 発 掘 調 査 部 展 示 室

Exhibition Ha‖ ,Department of Asuka/Fujiwara
Palace Site investigations

飛鳥・藤原地域の宮殿、寺院、古墳などの遺跡の発掘や、

出土遺物 (土器、瓦、本簡など)の調査。研究をおこなう飛

鳥藤原宮跡発掘調査部が調査・研究成果の一端を見て

いただくために構内に設けた公開・展示施設です。藤原

京がつくられる過程、完成した都の様子、住民の暮らし

ぶり、平城京に移った後の姿などについて遺物や模型・

パネルで説明しています。

公開/平口9:00～ 16:30(無 料)

休館日/国民の祝日・休日、年末年始、土、日
お閣合わせ/飛鳥藤原宮跡発掘調査部 :0フ44-24-1‖ 22

飛鳥地区 Asuka Area

飛鳥資料館
Asuka Histottcal Museum

日本に仏教が伝わった6

世紀から奈良に都が移っ

た8世 紀までの歴史を発

掘資料を中心に、最新の

成果を展示し、考古資料。

美術資料・写真パネルな

どで解説しています。1階

には図書閲覧室もあります。

主要展示品は宮殿、寺院、

石造物、古墳と高松塚古墳の出土品、水時計の水落遺

跡のほか飛鳥寺、山田寺、川原寺など飛鳥を代表する

遺跡の出土品と模型があります。

公開/体館口を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16:00ま で)

観覧料/個人:一般260円 、高校。大学生130円 、小・中学生無料
団体(20名以上):一般170円、高校・大学生60円、小・中学生無料

体館日/月曜日(月 曜が祝日の際は、その翌日)、 年末年始、展示替え期間中
特別展情報/春と秋には飛鳥に関連したテーマの特別展を実施

(特別展会期中は無体)

お知らせ/団体観覧者を対象とした解説をおこなつています。(事前申込制、無料)

お問合わせ/飛鳥資料館 :0744-54-3561
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推 古 天 皇 (554-628)EmpreSs SuiKo

聖 徳 太 子 (574-622)町 ince sh5toku

山 背 大 兄 皇 子 (-643)肘 ince Yamashim no 5e

蘇 我 入 鹿 (-645)Soga no lttka

物 部 守 屋 (-587)Mononobe no Mば ,ya 蘇 我 馬 子 (-626)soga no umakO

平 城 天 皇 (774-824)Emperw Hcttei

最 澄 (766-322)Pneu sttch5

空 海 (77牛 835)Pttett KukЛ

桓 武 天 皇 (737-806)Empemf Kanmu

聖 武 天 皇 (701-756)Empemr Sh5mu

光 明 皇 后 (701-760)Empress Conson KOmyo

幸 謙・称 徳 天 皇 (718-770)Empttss KOken

道 鏡 (-772)肘 iest D5kyO

藤 原 仲 麻 呂 (706-764)Fttmatt nO Nakanaro

吉 備 真 備 (693-775)附 bi no Mambi

鑑 真 (688-763)肘 iest Gattin ttnzheけ

行 基 (668-749)Pnest Gy5m

天 智 天 皇 (626-671)Emperw Te"i

草 壁 皇 子 (662-689)肘 incc Kusakabe

高 市 皇 子 (654-696)P� nce Takechi

天 武 天 皇 (631?-686)Empemr Tenmu

持 統 天 皇 (645-702)Empress」 ■5

長 屋 王 (68牛 729)Pnnce Nagaya

藤 原 不 比 等 (659-720)Fttmatt nO Fun■ o

山 上 憶 良 (660-733)Yamanoue no Oku確

大 伴 旅 人 (665-731)otOmo nO Tab■ o

良 1 時  代  Nara Po―riol
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大 伴 家 持 (718-785)otOmo no vakamochi

中 臣 鎌 足 (614-669)Nakぷ omi‐ nO‐ Kamatan

僧 曼 (653)Pttett Min
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キ トラ古墳展開図

十二支の寅像は青龍の描かれた東壁の下北側

にある。身長は約 14cm。 襟と裾が赤い長衣を着

てお り、右手には房飾 りのついた矛状の武器を

もつ。輪郭線は浅 く窪んでお り、下絵をヘラ状

工具でなぞつたと推測している (寅像左に白く

見えるのは応急保護措置として貼つたレーヨン

紙)。

表 紙 :キ トラ古墳壁画の十二支寅像

十二支を墓の護りとすることは中国に始まる。

この十二支像は6世紀末には獣身であつたが、前

後して頭部のみを獣とし、以下を人身とする人

身獣首像が出現し、新羅や日本に伝来する。キ

トラ古墳の十二支像はこの段階の遺例であり、

壁画としては今のところ最古となろう。

(キ トラ古墳壁画寅像 (2004年 6月 1日撮影))

Cover:Murals ofthe Kitora Tomb

晩 practice of taking he melve animals of he

Chinese zodiac as guardians for tombs onginated in

China.These zodiac igures were depicted wi血

animal bodies tt he end of the sixh cenw,but

lrom about hattime on flglres wih animal heads on

human bodies appeared,and were transmtted to

sina and Japan.¶ ℃ zodiac flgllres of he Kiltora

tomb are unusutt examples IIom this stage,and at

present appearto be he oldestknown IIom mwals.
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