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へい じょうとょう へい じょうきゅう

平城京と平城宮

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車線相彗)の朱雀大路が通じ、

柳や視 (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

6,500人ほどが平城宮につとめた官人だったといいます。

当時の総人口が推定600万人、現在の20分の 1ですから平城京は巨大都市でした。

平城京の調査は奈良時代の歴史を知る上で欠かすことができません。

隷 笠菫 :ξ

The Nara Capital and Palace

Thc Nara caPit工 (710‐784)was an ancient mctЮ Polis

SPanning thc arcas ofthc rnOdcra citics ofNara and Koriyama.

Dcsigncd aFtcr thc Tang(3hincsc caPital of(3hang'an,

it■vas built with brOtt and nartOw strccts forming a grid

With thc Nara Palacc at thc ccntcr ofits nOrthern cnd,thc caPittt Was travcrscd

丘om the R巧 5mOn gate to thc south by Suzよ u bOulc■ /ard,

75 metcrs(cqui・狙cnt t0 26 car lanes)wide and lincd with willOw and Pagoda trccs.

The pOpulatiOn is cstimatcd at bctwccn loO,000 to 200,000,

and aslnany as 6,500 bureaucrats wcrc hcld tO wOrk at thc Nara Palacc.

As thc tOtal POpulatiOn ofJapan at thc timc is cstimatcd at aЮ und 6 milliOn,

or onc― hvcnticth Ofits lnOdcrn lcvcl,

thc Nara caPita1 3/as truly a great mctЮ POliS in its day.

Thc invcstigation ofthc Nati capital sitc is indispcnsable

FOr kl10wing thc histOry ofthe Nara pcriod as a whOle.
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特別史跡 平城富跡
The Nara Palace Site,a National Histonc MOnument
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朱雀大路
Suzaku Avenue

朱雀門
Suzaku Gate

壬生門
Mibu Gate

兵部省
Ministry of Mitttary Attars

Ministry of Personnel ATairs

O第一次朝堂院
Former Halis of State Compound

O第 一次大極殿復原工事
一般公開施設
Formerimpe� al Audience Ha‖

Pubhc Exhibit Fac‖ ity

G)第一次大極殿 (復原工事中)

Formerimpe� al Audience Hall

C)第二次朝堂院
Latter Halls of State cOmpound

o央 督曹
Great Thanksgiving Service Ha‖

0第 二次大極殿
Latterimperial Audience Ha‖

0膿
Impenal Domic‖ e

o魯偽督
h洲 inistry of the imperial Household

o造 罹農祟飴
Excavation Site Exhibition Ha‖

o翠振曹訴豊報餡
Nara Palace Site Museじ m



石汗究F~FC)イ隻害」とヤロ織  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丸 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。

Outline of the institute

Thc NatiOntt Rcscaに h lnStitutc fOr Culturtt PЮ pcrdcs,

Nara, is an Organization cOnlinittcd tO cOmprchcnsivc

rcscarch on ancicnt culturtt hc� tagc.Thc ancicnt civ Of

Nara is known fOr its wcnth oF ancicnt archtccturc and

histO� cal wOrks OF art,and thc lnstitutc was cstablishcd tO

conduct rcscarch On thcsc matcttals.Inspircd in thc inid_

1950s,by thc prOblcm Ofprcscrving thc Nara p工 acc sitc,tO

gct invoivcd in rcscarch on buicd cultural prOpcrtics as

、vcll, thc lnstitutc has achicvcd signiflcant rcsults in thc

cxcavation and study ofthc Nara and Fuiれ ara palacc sitcs.

Thcsc havc cOntributcd tO intcrnationd acadcmic cxchangcs

aimcd at shcdding hght on thc dcvc10pmcnt of ancicnt

capitals.

In additiOn, sOphisticatcd tcchniqucs Of rcstOration,

dcvc10pcd at thc lnstitutc FOr prcscrving valuablc buricd

cultural matc� als,havc bccn apphcd in thc prcscrvation of

sitcs and artiac`throughOut thc wOdd.At thc Nara p工acc

sitc,rccOnstruction ofthc Formcr IInpcri工 Audicncc Hall is

underwab 10110wing that Of Suzaku Gatc.Thc
tcchniqucs OfrccOnstruction uscd in thcsc prOjccts arc bcing

applicd in thc prcscntation of hstOric sitcs thЮ ughout thc

country.In additiOn,thc lnstitutc工 sO scrvcs as a ccntcr rbr

thc training Ot and for cOnducting,Oint rcscarch with,bOth

iOcal govcrnmcnt cmp10yccs involvcd in archacO10gical

cxca■4tions,and fOrcign rcscarchcrs.

事業内容 cuttural Hetttage D� ision

言己録が

伝えない

歴史の事実

Discovering historical

facts previously

unknown from
wntten recOrds

次の世代に

伝える文化財

Transnlitting cuitural

pЮ perties to

future generations

文化遺産の

総合研究

Conducting comprehensive
cuitural hetttage research

古代を

いまに活かす

G�ing new“fe

to ancient remains



研究所の組織 Organttadon of the institute

総務部
Depa■mant of Administrative Management

独立行政法人文化財研究所

Independent Administrat� e instttudon
NatiOnal Research insttute for Cuに uraI Propenies

東京文化財研究所

罵獣息熙 齢駅千鷲tβl音静冊踏I Propert e、 Tokyo

奈良文化財研究所

К縮再熙 き録駅lttRIモ:18消と協ZI PЮ pertes,Nara

奈良文化財研究所
Independent Administrative institution
National Research institute
for CuituraI Properties,Nara

話漏
碓

業務課
Operations Division

庶務係
General Arairs section

会計係
Accounting Section

用度係
Supplies Section

研修・事業係
Training&Program Section

施設係
Facttities Section

普及・資料係
Public Rela■ ons Section

図書・情報係
Library information Section

欄 臨 証

文化財情報発信専門官
CulturaI Propenies information

平 城 宮跡 発 掘 調 査 部
Department of He亜 o
Patace Site investigations

飛 鳥藤 原 富跡 発 掘調 査部
Department of Asuka/Fuliwara
Palace Site investigations

飛鳥資料館
Asuka Historical Museum

埋 蔵 文 化 財 セ ンタ ー
Centerfor
Archaeologicat Operations

蒲脚漏
■

建造物研究室
Arch■ectural History Secdon

歴史研究室
Historical Records Section

遺跡研究室
Site and Garden Research Section

考古第一調査室
Archaeology Section 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 Section

史料調査室
History SecJon

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 Section

史料調査室
History Section

学芸室
CuratonaI SectiOn

遺物調査技術研究室
Artifacts 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
Conserwaton Science secuon

保 存 修 復 工 学 研 究 室
Consen/ation Tё chnology Section

文 化 財 情 報 研 究 室
CuituraI Properties Data Section

国 際 遺 跡 研 究 室
internationat Research Sites Section



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″秩 飛

烏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年には国上開発に起

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 NadOn工 Rcscarch lnstitutc fOr Cultural PЮ pcrtics,

Nttra,Was lbundcd in 1952 as an auxllialy organization of

thc National COmmissiOn for PrOtcctiOn Of Cultur江

Propertics, the prcdcccssOr of thc currcnt Agcncy for

Culturtt AFFaits,with a vicw tO cOnducting rcscarch On

culturtt prOpcrticso At thc tiinc Ofits inccption,the lnstitutc

had thrcc rcscarch divisiOns, spccializing in histOrヵ

architccturc,and art,as wdl as a Gcncrtt Affaits D� isiOn.

Thc grOwing nc∝ ssiげ tO pЮtCCtthc Hcり O pttaCC Sitc lcd tO

thc inccPtiOn Of thc D� isiOn Of HcttO Palacc sitc

lnvcstigations in 1963. In 1973, thc E〉 ivisiOn of thc

Asuka/Fui� ara Palacc Sitc lnvcstigatiOns■ �岱 cstablishcd,

and in 1975,thc Asuka HistOrical Muscum was opcncd,

pЮmptcd by a Cabinct tsOlutiOn madc in 1970 as Part Of

thc gOvcrnmcnt's crorts to prcscrvc thc cultural prOpcrtics

of thc Asuka arca.In Ordcr tO hclP mcct thc dcmand fOr

rcscuc cxcavations cOnductcd by local govcrnmcnts, thc

Ccntcr fOr ArchacO10gica1 0pcratiOns was cstablishcd in

1974 tO traln 10ctt cxcavatOrs and prOvidc ttviccs to 10cal

authOritlcs.

As part of thc JapanCSC Govcrnmcnt's rcFOrm initiati� cs,

national rcscarch institutcs bc10nging to govcrnmcnt

H� nistries and agcncics arc undcrgoing rcOrganization.

Conscqucnttt thc Nationtt Rcscarch lnsitutc fOr Culturエ

PrOpcrtics, TOkyO, and thc Nara National Cultural

PrOpcttics Rcscarch lnstitutc wcrc intcgratcd and

rcorganizcd as branchcs Of thc lndcpcndcnt Administrativc

lnstitution in Apri1 2001. Thc hcad Officc fOr this

indcpcndcnt institutiOn is 10catcd at thc National Rcscarch

lnstitutc FOr Cultural PrOpcrtics,Nara.



■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合に移転統合

■1988年/昭和63年3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 lnstitutc was establshed as an auxlia■ r Organization ofthc

National Commission for PrOtection oF Cultural PrOpcrties,
with a Gencral Arairs D� ision,Historical Research D� ision,

Architccturc Rcscarch D� ision,and Art Reseath D� ision,at

50 Кttsugano― cho,Nara.

■July 1 954

Thc lnstitutc was offlcinly nalncd the Nara National Cultural

Propcrtics Researdh lnstitutc.

■October1 960

Thc omcc oFthe HttO ttdaCC Sitc lnvestigations opened in the

formcr Natt Palacc sitc in Sakihigashi_machi,Nara.

■Ap面11963
Thc Di� sion of HcijO Palacc Site lnvcsti3ations was
cstablshed.

■June 1968
Thc Agcncy for Cultural
lnstitute under its control.

Affairs was cstabLshed, 、vith the

■Ap�l1970
Thc Nata Palace Sitc Muscuni opened.

■Ap前11973
Thc Di�sion ofAsuk〃 Fttiwara Pェace Sitc lnvestigations and

thc Asulca HistOrictt Muscum were establishcd.Thc lnstitutc's

AccOunting Section was also establishcd.

■Ap前11974
The Departmcnt of Gcneral Affaits and thc Center fOr

ArdtteO10glca1 0pcratiOns weに CStablished.

■March 1 975

The Asuka HXtorical Museum opened tt Okuyama,h the

�llage Of Asuka,Nara P(fecturc.

■Apnl1980
Thc Art Rcscarh D� ision transferred tO thc Research Ccnter

fOr Buddhist Art,ofthc Nara National Museum.

■August 1988

A new headquartcrs building、 vas built for thc Division

Of Asuka/Fujiwata Palace Site lnvcstigations at 94-1,
Kinomoto…chO,Kashihara,Nara preFecturc.

■Ap� 1 2001

Thc Nationd Rcscath lnstitute for Cultural PrOpcttics,Nara,

WaS♂anted tlle statlls ofindcpendent administmiv・ c hsituion.

■Ap面11980
The hstitutc rc10cated to Nijo‐ cho,Nara.Thc D� ision of

HCijO Palace Site lnvcstigations and the Ccntcr for
Arhacologica1 0PcratiOns wcre intcgratcd into thc lnstitute.



文化遺産研究部

歴史的建造物・伝統的建造物群、歴史資料・書

跡資料、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、

専門的かつ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

かして平城宮の大極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す。

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。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

あたつています。

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なう遺

跡の整備事業にも協力しています。

Departl¬ent of Cultural Heritage

Thc Dcpartmcnt is cOmp� scd of thrcc scctiOns i thc

Architcctu臣工HistOry SccdOn,HistOttcal Rccords ScciOn,and

thc Sitt and Gardcn SccuOn.Bascd On cOnabOration alnong

thcsc scctions,its ovcran hnction is Ю carry out coinprchcnsivc

rcsc畑℃h on hねtOttc buildings,dOcurncn岱 ,and on gardcns and

Odlcr sュ tcs.

Thc Archit∝tural HXtory Sc� On studたs andcnt architcturc

bascd On rcscarch cOndlに tCd On O誌 ting hム tOic bddings,thc

strucdral rcmttns OFcxcavatcd bullding sitcsぅ as wcl as On data

Obtttncd in thc rcstOration ofhstOttc buildings.Thc rcsdts Of

dlis tscarch havc bccn applicd tO r∝ OnstrucdOn wor16 such as

thc lmpcrial Attcn∝ Hal at thc Ntt Palacc si俺 .As a mcans

OF cOnttibuing tO thc pЮ tccdon of histOttc buldings, d� s

s∝don alsO cclnducts cOmprchcns能 (search rcgarding ttmplc

and shinc cdinccs,vcrnacdat hOuscs,dtlcs,tOwns,� nagcs,

and thc hcitagc ofJapan'S modcmizatiOn pciod.

Thc HistOical Rccords ScctiOn cngagcs in thc study Of

hねtOricalよ )cumcnts and othcr matc� ユs,induding d随 剛ings

and wcIOdb10ck pin`.In dlc cOursc Of its ongoing rcscarch

conccrning pЮmincnt tcmplcs locatcd in thc Kinki tcgion,a

tcord of htttOrical dOculncn`pOsscsscd by thc tcmplcs is

bcing crcatcd and prcscrvcd as a photographic archivc,with

somc ofthttc rcsd`工 にad/madc availablc tO thc pubic.This

secionね curcntly cngagcd h thc rcscarch of hisЮ �cエ

matcttals ldated tO Kitaura Sihmtta,whol五 d thc fOun(協 tiOn

fOr dlc smdy OF dlc Nara palacc and capital sitts at dlc cnd Of

thc EdO pcttOd.

Thc Sitc and Gardcn ScctiOn cOnduch cxtcnsivc rcscarch on

臨 走 的 ‐Cutrcllt proJtt inCludc rcscarch ω dlc ancicnt

gardcns Of Eぶ Asian cOul■trlcs,and thc analysis Of JapanCSC

prdcns cxcavatcd航 蕪れ∞10g』 sitcs.his scctiOn also catriQs

ou ncld s_F on mtcd histOFiC Stt drOughOu JaPan,and

dcvc10Ps guidClincs rcgarding thcir rcstOratoL tlanagcmcntJ and

p�比 usco K mcmbcrs aLO play m impOrtant rolc益 �描 る肋

on―sitc tcsЮ rauOn prOJms bcng mplcmcntcd by hrariOusお cal

govcr― cnts.
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ヽ 一．４ 対馬万松院庭園実測調査

Surveying the garden at Bansh5in in Tsushirna

´
｀主_■
薬師寺の古文書調査

investigating old documents

at Yakushい temple,Nara

楢川村平沢地区の伝統的建造物群調査

Investigation of the historicai bu‖ dings

in the Hirasawa area of Narakawa V‖ lage,

Nagano Prefecture



平城富跡発掘調査部

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

平城京にあっ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。

Department of Hei,O Palace Site
investigations

This Dcpartmcnt is in chargc of archacO10gical

inw℃stigatiOns at thc Ntta palacc sitc,whcrc facilitics wcrc

cstabLshcd fOr thc cmpcror tO rulc during thc Nara pcriod

(710-784),ユ Ong with thc impcrial domidlc and govcmmcnt

Ottccs.Sincc 1954,coordinatcd invcstigations ofthc sitc havc

bccn in prOgrcss,、vith cxcavation Of ncarly 300/o ofthc 130

hcctttc sitc bcing cOmplctcd, rcsulting in many discOvcrics

important FOr thc study Of ancicnt histOr>In ttdition,

cxcavation and rcscarch on tcsidcnccs Of gLじ iStOcrats, lowcr

OFFlcins,and cOmmOncぉ arc carricd Out in thc surrOunding

Nara capital sitc,dOng with invcstigations of pubhc markct

placcs,tcmplcs,and Othcr sitcs,bringing to hght many

histOrictt acts whidi havc l工 n buttcd fOr Ovcr 1200 ycars.

Excavatcd PortiOns Of thc sitc arc prcscntcd to thc gcncr江

public in variOus ways which cOnvcy thc origind appcaran∝

Of thc N臨聡 pttacc sitc.Thcsc indudc rccOnstructing thc

fOundatiOn platfOr=ns whcrc bundingS Oncc stood,planing

shrubs tO indicatc thc pOsitions Of a bulding's pllars, Or

rcconstructing thc faclitics thc■ lsclvcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn.Thc aim Of

cxcavaionね tO d創1,thc hiStOic Pぉ t thЮ ugh thc analysh Of

artifacts and fcatuに s that survivc in archaco10gicn sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc prOccssing of grcat

v。lumcs Ofp� mary data obtttncd ftOm allcicnt sitcs arc �tエ

tttks which ttrtllcr rcsc額� on andcnt histOry.

復原された東院庭園

Reconstructed Eastern Palace

Garden



平城宮跡整備状況 (中央は第二次大極殿基壇 )

Nara palace site,

partia‖ y reconstructed and landscaped

大乗院庭園 西小池の遺構と東大池

Garden of the Dai,o― in  Nish「 koike pond excavated and Higashi oike pOnd

称徳天皇の大嘗宮跡 (前方は共雀門 )

Excavated Features of the Dai,yo~kyu

(temporal bu‖ dings of the enthronement for Syotoku Empress,

viewing Suzaku Gate above



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烏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つ

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5血以上の範囲に広が

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つています。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。

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,II麻呂によって、

舒明13年 (641)1こ 造営が開始された。

Podium ofthe h洲 ain Ha‖ with a surrounding
pavement of roof tiles,Yamadadera temple site

Departrrlent
Palace Site

of Asuka/Fu,iwara
investigations

Thc Asuka/Fuiiwara rcgion of Nara prcFccturc,cxtending

frOm thc �llagc of Asuka tO thc civ Of Kashihara,was thc

histOric sctting fOr thc cmcrgcncc of thc ancicnt Japancsc

statc, and scrvcd as thc pOhtical, ccOnOnic, and cultural

ccntcr froni thc cnd Of thc six■ l tO thc arst part of thc

dghth ccntu� cs.AccOrdntt a vaiCty of archacЫ 。」cal

rcnl五ns hc dOrinant bcncath thc grOund,inctuding impc五 江

Palaccs and thc rcsidcnccs Of clitc Famihcs, thc sitcs of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

dOistcrcd Buddhist tcmplc in JaPan,plus thc rcmains of

tOmbs, thc carthcn POdium Of a watcr ciock, and a

wOr16hOp complcx fOr thc prOductiOn craft itcHls,AlsO,in

thc nOrthcrn httf Of dhis rcgion lics thc Fuiiwara capital,

bullt On a rcctangular grid sPrcading out avc lこ Iomctcrs On

a sidc and ccntcing on thc Fuiiwara palacc,IOcatcd in thc

ccntcr ofthc capital and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,

江Ong with halls、 vhcrc ccrcmonics OFstatc wcrc conductcd.

ThrOugh thc cxcavation Of thcsc sitcs,intcrdisciplinary

invcstigatiOns arc cOnductcd by thc Dcpartmcnt with thc

aim Of rccOnstructing a concrctc histOric i=nagc Of thc

ancicnt statc.In additiOn tO making thcsc rcsults public/ally

availablc thrOugh public �鉗 ings tt cxcavations,publicatiOn

Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main facility9 thc

Dcpartmcnt is ttso in chargc of thc prcscrvation Of thcsc

sitcs and utihzatiOn fOr thc pubic bcncflt.

10
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特別史跡藤原富跡 朝堂院東第三堂 (南から)

礎石はすべて抜き取られていたが、それを支えた根石や栗石が良好な状態で残つていた。

Nadonal Historic Vonument Fuj wara Palace S tei Third east ha ofthe State HaHs compound
The pllar base stones had been complete removed, butthe smaHer stones used to support and stab lize them remained in a good state of preservation

史跡川原寺跡 鉄釜鋳造遺構

寺城北端部の冶金工房群の一角にある。鉄釜は国径88cmで 、7世紀後半のもの。

National Histor c卜謝onument Kavyaradera Temple S te: Archacological(eature related to the casting Of an iron cauidron

Located in one corner ofthe group of metalioundr es in the port on atthe northern edge ofthe temple precinct

The iron cauldron lvas 88 cm in diameter at ts mouth, and dated from the tatter ha f ofthe seventh century
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飛鳥資料館

飛鳥地方の歴史風土の保全を目的とした特別立

法措置に関連して、昭和50年に明日香村奥山に開

館した歴史系の博物館です。飛烏時代と飛烏地方

を展示対象として、主に飛鳥藤原宮跡発掘調査部

が飛鳥地域で行った調査成果を中心に展示を行っ

てきました。常設展示とともに春秋の2回、特別

展示を行うとともに、講演会を開催してきました。

最近では研究所の研究活動を広く知っていただく

ために、企画展示として研究所他部局の研究成果

に基づいた展示を行つています。

常設展示は第 1と 第 2の二つの展示室がありま

す。第 1展示室では飛鳥時代の歴史を知って頂く

ために、宮殿・石造物・古墳・寺院を取り上げ、

出土遺物を中心とした展示を行つています。宮殿

では飛烏の中心部で発見された浄御原宮の出土遺

物や、宮殿に伴う水時計の遺跡として有名な水落

遺跡の模型などを展示しています。石像物では石

人像と須弥山石を館内で展示するとともに前庭に

石造物の模造品を展示し水を流して当時の状態を

復元しています。古墳では高松塚古墳出土品、寺

院では飛鳥寺や川原寺からの出土品を展示してい

ます。第 2展示室では、山田寺東回廊の出土建築

部材を使用した復元展示を行つています。

昨年度は特別展を2回、春期特別展「飛鳥の湯

屋 」と秋期特別展「古代の梵鐘 」、企画展を 1回

開催しました。夏にはキトラ古墳の発掘調査の終

了を受けて、発掘成果の報告会を開くとともに、

出土遺物の速報展を 1回開催しました。

須弥山石復元展示

Exhibition of reconstructed Shunisen~seki

Asuka Histottcal Museum

町�s is a muse― wih a historical focus,w�ch opened in

1975五 鍬 叫 孤配 � he vinage of Asuka,in cα junction wih

special legidaive lneaswes aimed tt preserving he hstoric

scenery and sitt of he Asuka re810n.The Asuka penod and

region are the otteCtS Of its dittlays,wih exhibits made

∝ntettg on he results of �■cstig�ons conducted in he

Asuka areaby he D� ision ofAsuka and F� � ara Palace Site

hvestig�ons.h addition to the reglIIlar e� btts there艇

specl江 exhibitions held ⅢⅦce yearly h the spang and autllrn,

and lectures have also been held.Recently,m order to make

the hstitute's research activities more widely known,planned

exhibits based on he research results of odler sections of the

hstituteは亀been held.

晩 regRIllar exhibtt corlsists ofExhibit Halls l and 2.Exhibit

Han l deЛs with he palaces,stone tteCtS,mounded tombs,

and temples of Asuka,wih exhibits mょ 滝 centenng on

artifacts recovered from hese sites,b promote kklowledge of

the hstory of the Asuka period.For the palaces,創 耐随岱

recovered lroni the Kiyomihara palace discovered h the

cm� partOf As山 艇 �Splayed,along wih a model ofthe

Mizuochi sie which is wen kno、 vn as the locus of a water

dock accompanyng he palace.For stone tteCtS,there tt a

stone ctting with mtte and female Lmages and a stone

representation of Mt.Sulneru displayed within he muse―
,

together witt rephcas of stone OtteCtS displ弓ミ in the

museun's garden,some of dlem ttouting water to recreate

ther orig・lal condition. For mounded tombs, artifacts

recovered lrom dle Takamatsuzuka mound,鰤 d for temples,

items discovered at Asuka and Kawaradera temples,are

displayed.h Exhibit Hau 2,a reconsmctiOn usng reccjvered

architecwal I刊 〔だntt IIom the eastem coridor ofthe clolster

ofYamadadera tempL is displayed.

SpeciЛ exhibits held wice ttt year were“ The Temple

Batts ofAsuka"in the sp4ng and“Ancient Temple Bens"in

the fall. One plallned exhibit was also heldo Wih the

completion of the investigrative excavation of the Kitora tomb

� he sll―er,pubhc reports were glven of the results,m

addition to holding an翻�悦t ofrecently recovered ttd髄 儘。

12



春の甘樫丘

Spring scenery of Amakashi no Oka

石造物の屋外展示 (前庭)

Exhibition of stone monuments
13



埋蔵文化財センター

遺跡調査技術研究室ゃ遺物調査技術研究室では、

官衛遺跡の調査技術、遺跡を探る遺跡探査技術な

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つて

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情

報の提供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ィネートしています。

また、当センケ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 McthOdO10gy Scction and thc Artifacts

Rcscarch McthOdO10gy Scction cngagc in thc study Of

invcstigativc tcchniqucs appropriatc fOr ancicnt artilhcts and

ancicnt sitcs,su(五 as mcthods fOr studying thc rcmains of

ancicnt adHinistrativc oFFlccs,and thc usc Of archacO10gical

prospcction fOr flnding sitcs. Thc PalcO_EnvirOnmcnt

ScctiOn is tcsPOnSiblC FOr rcscarch On ancicnt cnvirOnmcnts,

and archacO10gical rcscarch bascd On dcndrOchrOn010gy.

Thc COnscrvation Sclcncc Scctlon conducts sclCntlflc

analyscs Of ancicnt artifacts and sitcs,as wcII as rcscarch in

thc natural scicnccs rclatcd tO prcscrvation and rcstOration.

Thc COnscrvadon TcchnO10gy ScctiOn is cngagcd brOadけ 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 cultur工 prOpcrtics and othcr imlnOvablc cultural

propcrtics, whilc Offcring and cncOuraging usc of this

infOrmatiOn by clcctrOnic mcans. Thc lntcrnational

Rcscarch Sitcs ScctiOn is rcsponsiblc fOr cOOrdinating all

intcrnational cxchangc pЮ grams initiatcd by thc lnstitutc.

As part of its cOrc rcspOnsibilitics,thc Ccntcr also givcs

advicc and guidancc tO 10c工  govcrnmcnt gЮ ups to ぉsist

thcm in cxcavating or prcscrving and rcstOring ancicnt sites,

and OfFcrs govcrnmcnt cmployccs training in all aclds

associatcd with buricd cuitural prOpcrtics.

環境考古学実習風景

Practical training in Environmental Archaeology

14



年輪読取器による作業風景 (三佛寺にて )

Operation of a tree ring measuring machine

(at the sanbutsuji Temple)

年輪読取器 Ⅱ型 (特注品)

モニタ出力とデジタル出力に対応した固定機

Unit#2,Tree ring measuring machine(specia1 0rder,」 apan)

A stationary device capabic of monitor and digital output

／
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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 specimen

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、ЛCA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。

2005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

映西省西安市の唐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、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「中国遼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跡出上金

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、アンコールフット遺跡群の建築部材を

対象とする「苛酷な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、昨年度

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協力事業」が加わり、東

京文化財研究所と共同で、アフガニスタンとイラ

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ています。

international AcaderYRic Exchanges
Related to CulturaI Properties
Conservation

The N� onal Reseatch hstitute for Cultural Properties,

Nara,promotts a vatlety ntem航た吼江 proJectS rangng tom

joht rese紬,exchanges of research persolmel,俺 chical

training,mユ the restoration and preservation of ttt sites.

h addition,the hsitute offers ttsis倣 モe to JICA(Japan

htemational Coop∝ �on Agency)and oher organizations

in implementing ntemationd cooperative proJects.

During he 2∞5 isctt yett these erorts win focus on the

fonowing S� ofproBrams COOperationi(1)a garden excavation

証 the Da Ming Gong Tai Ye Chi garden site of the Tan3

Dynasty capital,Chang;an,Sttm�  Province in China,camed

out h con」unction win the hsimtt Of Archaedogy and he

CIinese Acaderny of Social Sciences as pan of the
‖
Cooperative Research relatt to the Preservation and Smdy of

Ancient C頼』 s in Asiが
.;o)a comprehens�

e mvesigation,

撤 luding excavation,ofthe West Top Temple h Cambodia,

as part of the WCOOperative Research Related to the

Preservation of Angkor Cultural Hα it軽ざ'in coniunctiOn wih

the Auhority for the Protection and Management of Angkor

and dle RegiOn of Siem Reap;(3)an inVestiBation Of glazed

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

COttunciOn wih the Archacological hstitute of Henan

Provincq ④ a jO� reseach proJect on艇 』 att Юof tile

pttoducdon in ancient Korea and Japan, carrled out in

conJuncdon wih he Natお 刷工Research L、 titute for Cultural

Properties,Koreai(5)a joint research proieCt On ancient

artifacts and sites lepresenting the Sanyan Culme in haO_g

Province, China, ∞旺ied out in cottunCiOn with he

胤 hacological hsdmte of Liaoning Provinc劣 向岨 (6)a
comparative study of the process of fomaion of ancient

capitЛs in Japan and Korea,as p�  of the WCooperative

Research on he Fomation of Capid Sites in Ancient Japan,W

in conJШlcion � h the Naional Research hsitute for Cultural

酌 即 嗚 Kore阻

Other intemational ptteCtS �lude the“ hvesig�∽ and

Preservation of Ancient Sites under Harsh Climtts,'dealing

with architecmal members in he AnaOr Wat site group,and

he “Companive Study of Burial Coods Found h Ancient

Tombs in Japan and China,“ cakried out in conJunCtiOn wih

the ttchaeological hstitute of Liaoning Provmce under a

grant in― 江d offered by he Ministly of Education,Culme,

Sports, Sclence and Tedttiology for scientiflc rese� . In

addition,aom the lttt iscal year “CooperativehttectfOrthe

Consewation and Restoraion of the Culture Heritage of

Westem Asian Countrles" has been newly added as an

hstitute proJect,COnductedjointly with he National Research

hstitute for Culmral PЮ pexties,Tokyo,as a pЮgram anmed at

restonng he c』 価 江heritage of Afghanittm and lraq,and at

developmg native persomlelin his fleld.

16



河南省聖熱 ゝヽ黄冶村唐三彩窯跡

A Tang sancai k‖ n site at Xiaohuangzhi V‖ lage,Gongyi,Henan Province,China

アンコール・ワット墨書撮評風景

Photographing ink inscriptions at Angkor VVat

アフガニスタンのバーミヤン遺跡

The Bamiyan site,Afghanistan
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査研究成果 Publicizing the Results
Reseach Activities

研究所には公開施設として平城宮跡資料館、飛

烏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、飛烏資料館では特別展示等

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烏藤原宮跡発掘調

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。

調査研究成果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。

Thc Xnstitute publicly displays iヽ rcscarch and survcy

rcsuits thrOugh thc Nara Palacc Sitc Muscunl, thc

ExhibitiOn Httl of thc Dcpartmcnt Of thc Asulca/FuiiⅥ ra

Palacc Sitc lnvcstigatiOns, and thc Asuka HistOrical

Muscum.

Evcry spring and autumn, thc lnstitutc nso organizcs

pubhc tccturcs in which its tcscarchcrs prcscnt thc rcsuits Of

thcir investigatiOns and survcys.「 rhc Asuka HistOrical

Muscum also invitcs spccialists, frOm bOth within thc

lnstitutc and from thc Outsidc,tO givc lccturcs in assOciation

with spccial cxhibitiOns Ofthc muscum.

Upon cvcry mづ or cxCavaion work,thc wO Invcstigativc

Dcpartincnts prcscnt pubhc sitc vicwings for thOsc

intcrcstcd in anclcnt histOry.

PubttcatiOns issucd by thc lnstitutc niaking thcsc rcscarch

and sulvcy rcsults pubttdy availablc includc its acadcH� c

,Oumal,annual rcpOrts,compcndia Of histOric工 matcrials

and othcr basic dtta,catttogs Of cxhibidOns at thcノ 監uka

Historictt Muscum,and a n齢嗚lcttcr on issucs(latcd tO

buricd culturtt pЮ pcrtics.
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奈良文化財研究所のホームページ
http://―.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,レでは、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。

また、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タベース等の各種デ

ータベースを公開しています。

Nara CulturaI Properties Research
institute Home Page
http://www.nabunlcenjp

The hstitute`website has been rellovated訂 遭 is fjlly

accessible to he public lrom the 2004 isctt year.

晩 renov�on is aimed tt enFiChing the contents of tt types

ofinfomation provided on cuh江江 matenals,adding a vim江

gallery of unearthed finds,introducions of he hstimteis

researcla,a qulz on the Nara ctti』 ,and latest news buuetins

related to cultural propettles,while overhauling the websれ 's

pagesをdong a unifled design to lnake hem easler to see and

曲 tそ uO (1・

Infomation tand lnateritts of collrse continue to be provided

on pubhc lectures,public site viewmgs,and vanous other

events,while public access is avttlable to hc database of

moklcan(w∞ den dOcuIЦ 朔低)and tO Oher詭匠bttes.
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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 City 630-8577」 apan
Tel.0742‐ 30‐6733(管理課)0フ 42‐30‐6753(文化財情報課)

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

奈良文化財研究所の本館・埋文研修棟 東から
Headquarters Bu‖ ding,Training Fac‖ ity

Ｎ
ｌ
＝
川
牛
―
―
―

通用門
Back gate

草庫
Garage

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 )

平械宮跡発掘調査部

l階

総務部 (法人本部 )

管理部

図書資料室

MAIN BUILDINe
THIRD FLOOR

Department of Cultural Heritage

8綿辞 崎陥∞bg Ca

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

朧鞘魅ぎHtt° Pttace tte

FIRST FLOOR

脇縄路跳PfAd�
nるtrat�e

Reference room

機械棟
Machinery house
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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

Prefectural road(Nara― Tanida route〉

至 西大寺

第4収蔵庫
Storage No 4

第2収蔵庫
Storage No 2

第 1収蔵庫
Storage No l

収蔵棟

第3収蔵庫
Storage No.3

資材保管
加工棟
Archifectural matenals
processing and storage

整備棟
Maintenance building

平城宮跡資料館

展示室

請 堂

小語堂

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

1階

警備室

保存科学室など

締t絆ぎ雪紫

県
道
奈
良
精
華
線

文化財資料棟
Cultural properties storage

NARA PALACE SITE MUSEUM
Exhibition room
Auditorium
Small audhonum

STORAGE No.3
SECOND FLOOR
Conservation Sctence room
Wooden implements room
Earthenware room
Roof tile room

FIRST FLOOR
Security room
Conservation Science room

Ｎ
ｌ
＝
川
牛
―
―
―
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飛鳥藤原富跡発掘調査部 Depattment
634-0025橿 原市木之本町94-l Tet.0744‐ 24-1122
94-1,Kinomoto‐cho,kashihara City 634-0025」 apan

of Asuka/Fu,Iwara Palace Site investigations

/Fax.0フ44-21-6390

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎 北西から
Department of Asuka/Fujiwara Palace Site investigations

軽
鶉

評

す・
節

譴

謝

訓

中
鋼
納

榊

宝
・３
一Ｄ
Ｏ
豊

Ｅ

こ

Ｎ
ｌ
，Ｉ
川
牛
―
―
― 収蔵庫 (2)

Storage 12)

第2収蔵庫
Storage No 2

屋外作業場
Outd00F workShop

収蔵庫 (3)
Storage(3)

基準資料室
Research materials room

第 1収蔵庫
Storage No l

研究管理棟
Research management hquse

藤原京の
建物表示
Histonc marker
for the remains of

F寄鰐は|:ち錦常堺

展示室
Exhibition room

至

明
日
香

語 堂

藤 原 京 の 道 路 表 示  Audhonum
Historic marker forthe remains of a road
ofthe Fu,Iwara 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中 3561/Fax.0744-54‐ 3563
601,Okuyama,Asuka Vi‖ age,Takaichi County,Nara Prefecture 634¨ 0102」 apan

飛鳥資料館全景 東南から

Asuka Histoncal Museum

第2展示室
Exhib■ion room

No 2

第 1展示 室
Exhibition room

No l

至 橿原

10     20

学雲室
CuratoriaI Section

屋外展示棟
Outdoor
exhibition
space

地階

第 3展示室

書庫

収蔵庫

Basement floor
Exhibition room No 3

Library

Storage

″

′
ガ
を
ｒ
ｒ
ｒ

庶務室
General affairs room

ロビー
Lobby

須弥山石の復原
Restored Shumisen Stone

Ю蝉］酬懺悧即

鞠ｎｔａｉｎｗｉｔｈ　　脚如

酪
　
　
　
　
　
Ｋａｉ

30   40   50m
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トビックス

「法隆寺西院旬I藍と年輪年代法」
―法隆寺論争に新視点―

2004年 7月 16日 の朝刊各紙はこぞって 「法隆寺

『再建詢 に新たな?」 、「法隆寺やはり『再倒 」、

噛 隆寺668年以降の再建」、「『再建・非再建論争』

再燃か」、「法隆寺、焼失直後に再建」などの見

出しが踊つた。これらの記事は、当研究所が長年

かかつて開発した年輪年代法の研究成果にもとづ

く報道であった。

今回、年輸年代法の調査対象となった木材は、

金堂、五重塔、中門の昭和の大修理のときにはず

された古材や、現在建つている金堂、五重塔の内

部で年代測定が可能な部材の高精細なデジタルカ

メラで撮影した年輪画像などを用いて107点測定

した。その結果、昭和の金堂火災で焼損した天丼

板 2点から667年、668年 の伐採年が判明した。五

重塔では673年頃、中門は690年代中頃に伐採され

た木材が使われていた。この結果を見るかぎり、

金堂、五重塔、中門の順に造営されていたことが

判明した。世界最古の木造建造物の建立年代に年

輪年代法という科学のメスが入り、法隆寺論争に

新たな謎が加わった。

ちなみに、2005年 は法隆寺再建・非再建論争が

始まってから100年 1こ なる。

TOpicsI

Dendrochronology and the Western
Cloister of HDry函 J:
A New Perspective on the HoryDI Debate

On 16 July 20餌 ,mo―g editions ofevery newspaper were

adomed wih headlines of“ Somehing New on he Howii
`Reconstrucion' Iheory?",“ H噺両i`Reconstruction'

Proves Corect,"“ H¨瓶i Reconsmcted Ater 668,"“ 監
“沢【consttuction/No Reconstrucion Debate" Rekindled?",

“Haγtti Reconsmcted hmediately After Loss to Fire,"e俺 .

¶篭se articles reported he results ofrese�  wih he mehod

of dendrochronolo8y,developed over a long period tt he

hstitute.

Ihe dendrochronolo」cal lesearch in question is based on

107 measurements made IIom old architecも 賦飢members lrom

he Main Hau,PagOda,and Middle Gate tttt were removed

dЩ也唱 maJor repalr work conducted in the Showa penod,and

from hgh precision images of tree Hngs taken wih a digim

camera t・om H�随 s wihin he Main Hau and ttoda for

which dendrochronological metturement wtt possible.As a

lesuh,dates of felling of 667 and 668 were obtained from �。

ceiling boards ttattd in the connattiα l ofthe Main剛
� he Showa pexlod.Judging from dlese results,n is clear hat

he buildings were c餌前肛 ted in the order tt Wtt H皿
,

Pagoda,and Middle Cateo Wih the application of science h

he fom of dendrochronologictt dating to the study of the

world's oldest wooden buildings,a new puzzle is added to the

H59笥 i debate.

hcidenta■ y,the year 2CX15 marks he 100h year since the

debate began over wheher or not H〔 弯司i Was recons枷 随回 .

聾 丼板  樹種 :ヒ ノキ

雑 瘍  ■喘日:28m 厚さ:2う詢
部材長 ω :315-―
住採年代 :66BfF― mこか ナての生育停止期間中

法隆寺中門部材選定風景 (上 。下)



2004年 度 事 業 の 概 要

1調査 と研究 ―――一

飛鳥藤原京の発掘調査 ―…

平城京の発掘調査 ―一一一

文化遺産研究部の研究活動

●建造物研究室の調査と研究――一―

●歴史研究室の調査と研究 ……………

0遺跡研究室の調査と,F究 一一―――

埋蔵文化財センターの研究活動 ……

●遺物調査技術研究室 ……………………………………

0遺跡訓査技術研究室の訂1査 と研究 ―――一――一……

0古環境研究室の調査と研究 ―――……………… ……

●保存修復科学研究室の Pl査 と研究一一―一一――――

0保存修復工学,F究室の訓査と研究 ―――一―…………

0文化財情報研究室の訓査と研究 …………………………

O JNl際遺跡研究室の調査と研究 ……………………………

国際学術交流

0中 |¬ 社会科学院考 ,「 研究所との共同研究 一

0遼年省文物考ド「研究所との共「可研究 一十一

0河南省文物考占
'F究

所との共同研究 ―一

0韓田「可立文化財研究所との共同研究 十一

0ア フガニスタン文化速産保存修復のための

緊急脇力事業

●ザとなる気象条件下における不動産文化朗の

発枡1技術及び保存に関する調査研究

海外からの主要訪間者一覧

海外からの招聘者一覧 ―

海外渡航一覧

公開請演会

第94卜 J公 けH耐演会

第95111公

"‖

甜演公

研究集会 ―――……………………………………………

文部科学省科学研究費補助金 ―…………………………

学会・研究会等の活動 ……………………………………

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 一一………………………………

0平城宮跡の整備 ――――一――………

●特別史跡高松琢古蹟の調査 ――――一

0キ トラ古墳の調査 一一………………………… …………

発掘調査現地説明会 ―――……………………………

2研修・指導と教育 ―――… ……… ……………

埋蔵文化財センターの研修と指導―一―一一一―

京都大学大学院の教育…………………………………

奈良女子大学大学院の教育 一一……………………

26
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31

32

32
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33

33

33

34

34

34

35
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3展示と公開 一一―

飛鳥資料館の展示 ―一

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

刊行物 ……

人事異動

予算等 ……
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1調査と研究

飛鳥藤原京の発掘調査

飛鳥藤原宮跡発掘調査部が2∞4年度に実施した発掘お

よび立会調査は、藤原宮跡 5件・1,533ど、藤原京跡 7

件 。1,069だ 、飛
`鳥

地域等 7件・1,820だ の計19件 。■422

だである。2003年度に発掘した第132次調査は、調査期

間の関係で昨年度の本誌では、その後の重要な発見が

未報告となったため、あわせて概要を述べたい。

藤原宮跡第132次調査では、朝堂院東第三堂の南半桁

行 8間分とその東方に位置する朝堂院東面回廊の桁行

1間分を検出した。東第三堂は礎石や基壇外装・版築

は残っていないものの、礎石を据えるために基壇上に

掘った礎石据付掘形と、その底部に置いた河原石 (栗

石)、 栗石上に据えて礎石を安定させるやや大きな河原

石 (根石)を良好な状態で検出した。周囲のバラス敷

きや瓦堆積の状態から、東第三堂は梁行 4間で廃絶し

たことは確実である。 しかし、建物東外周部にある瓦

堆積下で、もう一列の礎石据付掘形・栗石を発見した。

詳細な検討の結果、梁行 5間で造営を開始 し、礎石を

据える直前に梁行 4間に計画変更したらしいことが判

明した。梁行 5間の実長は、すでに調査を終えた東第

一堂 。二堂と合う。東面回廊は複廊だが、梁行の総柱

間寸法は16尺程度で、これまでの調査で判明している20

尺より大幅に小さい。理由は不明。周囲のさらなる調

査が待たれる。

また第136次調査では、lo月 ～12月 にかけて朝堂院東

第六堂を調査 したが、その後、発掘調査件数の増加に

より中断している。2005年度に再開の予定。

藤原宮の内裏東官衡地区～朝堂院東地区にかけて、

水路改4笏に伴う幅 2m× 延長135mに およぶ調査を実施

した (第 133-11次 )。 隣接地ではこれまで発掘調査の鍬

が入っていない。藤原宮期の建物や塀 と考えられる柱

穴数基は、狭長な調査区のため性格の確定には至 らな

いが、遺構が確実に存在することを示している。

藤原京域では、当調査部の収蔵庫建設予定地の発掘

調査を2次にわたりおこなった (第133-7。 133-13次 )。

左京六条三坊にあた り、周囲はすでに調査済である。

既調査区から続 く塀を確認したが、藤原宮期の遺構は

希薄である。第133-13次調査では礎石 1個 を発見したが、

それにともなう遺構は検出できなかった。

飛鳥地域では、石神遺跡 (第134次 )、 川原寺 (第133-

12次 )、 高松塚古墳 (第 137次 )、 キ トラ古墳 (第 135次 )

の調査がある。石神遺跡では 7～ 8世紀の遺構は南北

塀 1条、素掘溝数条と希薄だが、礫の集中する遺構が

急勾配で落ちこむ。これは飛鳥時代以前の旧地形を反

映するものである。

川原寺では、中金堂の北西方で庫裏建て替えに伴う

調査をおこなった。直径 lmの 円柱座をもつ礎石 6個

がコ字形に並び、南北 3間 ×東西 2間の建物東半を確

認したものと想定される。また基壇東南隅には凝灰岩

切石列が逆 L字形にならぶ。これらの多 くは焼上を含

む基壇土より新 しく、創建期の遺構ではないが、据え

替えのない礎石の状態からみて、ほぼ創建期の規模を

踏襲すると考えられる。出土遺物も多様である。

壁画恒久保存対策検討の一環としておこなった高松

塚古墳の調査は、仮設覆屋のもとで進められた。墳丘

の北部では、裾をめぐる周溝を発見し、下段径約23m、

上段径18mの二段築成の円墳であることが判明した。墳

丘の高さは、北の周溝底面から3.6m、 東の周溝底面か

ら4.5m。 古墳は、南東から北西へのびる丘陵の南西斜

面に築造されてお り、背後の丘陵を開削 して緩斜面を

造 り、石室位置を平坦に造成して石室を構築する。墳

丘の断割調査では、大規模地震で生 じた版築の地割れ

や断層を多数確認した。地割れにそって植物が根をは

る状況が観察され、石室内の環境に影響を及ぼしてい

る可能性がある。

キ トラ古墳については本誌別項を参照。発掘調査に

ともなう現地説明会 。見学会は以下のように実施した。

飛`烏藤原第135次 (キ トラ古墳)

2004年 7月 24日  石室内発掘調査報告

飛鳥藤原第134次 (石神遺跡)

2004年 9月 23日  金田 明大

飛鳥藤原第133-12次 (川原寺経楼あるいは鐘楼)

2005年 2月 22日  現地見学会

飛鳥藤原第137次 (高松塚古墳)

2CX15年 2月 27日  松村 恵司

平城京の発掘調査

平城宮跡発掘調査都が2004年度に実施した発掘調査

は、平城宮跡 3件、平城京跡16件 の計19件 である。以

下、主要な調査成果について概要を述べる。
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平城宮朝集殿院の発掘調査 (第 370次調査)は、朝

集殿院の内庭部と東朝集殿南端の 2箇所に調査区を設

け、内庭部の状況を明らかにするとともに、東朝集殿

の変遷過程を把握することを目的とした。調査の結果、

内庭部分では朝集殿院の南門と朝堂院南門とをつなぐ

南北道路と、その両側溝を検出した。さらに重要な遺

構 として、これらの側滞の内側に南北に並ぶ穴列を検

出することができた。これらの遺構の性格については、

儀式に際して立てられた旗竿の痕跡と考えられる。東

朝集殿南端部では、第48次調査区を再発掘するかたち

で調査を進め、基壇痕跡を再確認するとともに、基壇

下層の状況を明らかにするために断ち割 りをおこなっ

たが、性格不明の柱穴を 1基確認するにとどまった。

今回は調査範囲が限定されていたため、現段階では基

壇下層において、礎石建の東朝集殿 と同規模かつ同じ

位置に掘立柱建物がないということしか言えず、以下

の 3つの可能性が残された。①「礎石建物より小規模

の掘立柱建物が、基壇下層に存在する」。②「礎石建

物より東に位置をずらして存在している」。③「下層

の掘立柱建物は存在しない」。この 3つ の案のうち、

どれが妥当であるかは今後の調査の成果に委ねられよ

う。

旧大乗院庭園の調査 (第 374次)は、 (財)日 本ナシ

ョナルトラストの委嘱を受け、1995年から毎年継続し

て行われている調査である。今年度は、西小池中央部

と東大池西南隅部の 2箇所を調査した。西小池中央都

では、東西の汀線を確認し、池内で『大乗院四季真景

図』に描かれたヲシマ、小島、対岸の岬を検出した。

また、池底から魚の避難場所である魚溜り、埋巽遺構

なども検出し、絵図には描かれていない池の詳細につ

いて確認することができた。また、池西側陸地部分の

下層からは12世紀前半から中世にかけて、多数の遺構

を検出した。今回で西小池は一部を残しほぼ完掘した

こととなり、西小池は護岸石を据えた複雑に入り組む

岸や中島の様子など、東大池とは異なる景観を呈して

いたことが判明した。東大池西南隅部は、昨年度禅定

院時代と見られる礫敷を部分的に検出している。今回

は面積を広げ、且つ積み土を細かく分けながら、面的

な調査を試みた。その結果、下層の礫敷が12世紀前半

の庭園遺構であることを確認し、大乗院移転以前の状

況を示す新しい知見を得た。

平城宮中央区朝堂院の調査 (平城第376次 )は、中

央区朝堂院の朝庭に対する調査で、調査区は2004年度

に実施した第367次調査の南側に位置する。第367次調

査では中央区朝堂院の中軸線上に配された掘立柱建物

群を検出し、中央区朝堂院の朝庭で大嘗祭が営なまれ

た可能性があることを初めて明らかにした。このため、

推定した大嘗宮遺構の全容を明らかにすることを目的

として、引き続き調査を実施した。調査では、掘立柱

建物群とこれを取 り囲む溝や門を検出し、大嘗宮遺構

の全貌が明らかとなった。今回発見した大嘗宮遺構の

規模 と構造は、東区朝堂院の朝庭で確認 した大嘗宮遺

構 とほぼ同一のものであることを確認し、さらに柱穴

か ら出上 した瓦の年代観 と文献史料の検討により、

765年 (天平和護 1)におこなわれた称徳天皇重llitの

際の大嘗宮であることを確定した。こうした発見に加

えて、今回の調査では中央区朝堂院の中軸上に配され、

大嘗宮遺構よりも後の時期である掘立柱建物群を確認

した①これを取 り囲む掘立柱塀 も検出し、整然とした

配置をとる可能性が高 く、中央区朝堂院の利用実態に

ついて貴重な情報が得られた。

2005年 になって着手 した東院地区の調査 (平城第

381次)では、数棟の重複する掘立柱建物を検出した。

これまで東院地区の中枢部分については、ほとんど発

掘調査が及んでいなかったが、1999年 度の第292次調

査で大型の総柱建物がみつか り、「楼閣宮殿」 と解釈

した。今回の調査区は、その北側に位置 し、西は第

128次調査区と接する。調査では、第292次調査区で見

つかった総柱建物が北に 2間分のびて、桁行 6間、梁

間 6間の正方形であること、その北側にもほぼ同規模

の掘立柱建物がもう 1棟並ぶことがわかった。また、

同じ場所で数度、掘立柱建物や塀が建て替えられてい

ることも明らかとなった。調査区は東から西にさがる

緩傾斜面であり、西側の既調査では井戸などが検出さ

れ雑舎がおかれたことがわかっている。いっぽう、東

側の高い部分には「玉殿」などの中枢建物の存在が想

定される。こういった立地条件や総柱という建物構造

から、高床の宮殿ないし倉庫であった可能性を検討 し

ているが、実態の解明については、さらに北側および

東側の調査をすすめて追究していく必要がある。

以上の主要な調査の詳細やそれらと併行して行った

小規模調査の内容については『奈良文化財研究所紀要

2005』 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
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とお りである。

平城第370次調査 (平城宮朝集殿院)

2004年 6月 5日 林 正憲

第374次調査 (旧大乗院庭園)

2004年 9月 25日 大林 潤

平城第376次調査 (平城宮中央区朝堂院)

2004年 12月 11日 清永洋平

平城第381次調査 (平城宮東院)

2005年 3月 19日 神野 恵

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、各研究室の個別分野、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

ヤヽる。

岡山県高梁市からの受託研究として現在も使用され

ている吹屋小学校校舎群 8棟の調査を実施 し、報告書

を刊行した。明治33年から42年 にかけて建設された建

造物群が当時における学校建築設計標準の整備の各段

階を反映していること、本館が建築家江川三郎人の代

表作と言えることなど、歴史的建築としての価値評価

を明らかにした。

伝統的建造物群の受託研究として長野県楢川村平沢

地区及び奈良県五條市新町地区の調査を実施した。歴

史的環境及び伝統的建造物群としての特性の把握分析

等により両地区の価値評価をおこなうとともに、保存

対策を検討し、成果を報告書に取 り纏めた。

また、鳥取県からの依頼で県下の近代和風建築総合

調査を2005年度までの継続 としておこなうこととし、

2004年度は悉皆調査に基づ く詳細調査をおこなった。

木造建造物の保存修復に関する調査研究

1998年から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修復のあるべ 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。

2004年 度は 6月 に開催された日中韓 3建築学会共催

の国際シンポジウムで研究成果の一部を報告 したほか、

乾板写真目録、現状変更説明の計 5冊 を刊行した。

平城富建修の復原的研究

大極殿院東西楼の基本設計に必要な資料を得るため

に、韓国建築の小屋構造に関する資料の収集と現地調

査をおこなった。また、古代金具の仕様に関する研究

会を開催 し、古代技法に基づ く飾金具の試作をおこな

った。

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

4多復協力事業への協力要請を受けて2003年度から着手

したベ トナム・ ドンラム村の集落保存対策調査では、

全戸を対象とした一次調査の実施後、二次調査として

詳細調査をおこなった。その他、全国各地で実施され

ている文化財建造物等の修理事業・遺跡整備事業に関

わる4笏理・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商

都の寺社所蔵の歴史資料について継続的な調査研究を

おこなっている。さらに奈文研に寄贈された歴史資料

についても調査研究している。

本年度の南都諸寺院の調査は、興福寺・薬師寺 。東

大寺・唐招提寺所蔵の歴史資料についておこなった。

興福寺関係調査は、現在『興福寺典籍文書目録第四巻』

に目録を収録する予定である第71函～第80画収納分お

よび国宝重要文化財指定品につき、写真撮影をおこな

い、目録原稿を作成しつつある。また昨年度に箱の整

理をして、追加分として画号を付 した第81画～第90函

分は継続 して整理をおこない、第82・ 87・ 88。 90画分

の目録データを入力し、併せて写真撮影をおこなった。

追加分についても今後目録として取 りまとめ、刊行す

る予定である。薬師寺は、第29函 と画号を付 した箪笥

1悼 と、第30画の調書作成を終え、写真撮影は第23画

をおこなっている。また薬師寺典籍文書データベース

については、次回公開予定分につき、データ確認整備

作業をおこなっている。

東大寺については、科学研究費補助金も充当して行
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っている東大寺図書館収蔵庫 4号室に収蔵されている

未整理聖教文書の調査を継続して実施し、第26函以降

第50函 までについて、近現代の調査III象外分を除き、

おおむね目録データをパソコンに入力 した。その調査

成果については、科研費報告書に収録 し、刊行 した。

新発見の文書や世親講唐櫃とその蓋裏貼付文書の紹介

なども含む。また『奈文研紀要2005』 に新出の周防国

庁関係文書を紹介した。この調査においても貴重資料

については写真撮影を併せおこなっている。

唐招提寺所蔵資料については、当研究部の他の研究

室と協力して、唐招提寺の歴史的環境に関する調査研

究をおこなっているが、その一環として惣倉所在の近

代書類の調査を継続実施 した。修理関係、末寺関係資

料などが含まれる。

また当研究所が寄贈を受けた北浦定政関係資料につ

いて、奈文研史料として刊行した「松の落ち葉」の内

容検討の作業をおこなっている。

その他、寺側の調査協力依頼を受けて、京都仁和寺

聖教調査、滋賀石山寺聖教調査や、京都府教委依頼の

神護寺調査、奈良市教委依頼の氷室神社大宮家文書調

査などに協力をした。

● 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都に新

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。 4

年目にあたる2004年度は五色塚古墳 (兵庫県神戸市 )

など近畿地方の13ケ 所と鬼城山 (岡 山県総社市)な ど

中国地方の 6ケ 所等、計27ケ 所の追跡を調査した。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)オ 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

いことなどが明らかになった。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。個々の庭因の形態、技術などを明ら

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。2004年度は、庭園で行

われたと考えられる曲水宴をとりあげ、曲水宴そのも

のの内容と中国・韓国 。日本に残る曲水遺構との関連

を分析検討 した。また、発掘調査された古代～近代の

庭園遺跡に関する資料Jえ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317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。英支データベー

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

事業や庭園の保存修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、2004年 度は名護屋城跡 (佐

賀県唐津市 )、 根来寺庭園 (和歌山県岩出町)を はじ

め44ケ 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。

0遺物調査技術研究室

平成16年度の成果は、次のように要約できる。日本

考古学協会広島大会、日本人類学会長崎大会、人と動

物の関係学会大阪大会等でシンポジウムのパネラーお

よび講演、発表を行い、動物考古学、環境考古学の成
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果を発表した。

本年度に報告書を刊行できたのは、大阪市大坂城跡

(大 阪市文化財協会 :中世～近世 )、 大阪市長原遺跡

(大阪市文化財協会 :古代)、 尼崎市大物遺跡 (尼崎市

教委 :中世)、 神戸市兵庫津遺跡 (41H戸市教委 :近世)、

瀬戸内市門田貝塚 (瀬戸内市教委 :弥生 )、 壱岐市原

の辻遺跡 (長崎県教委 :弥生)な どである。特に大坂

城跡では、中世末から近世にかけての多様な動物食の

証拠や、双六などの盤上遊技用の駒の製作、薬種問屋

の跡から薬用と思われる動物骨を明らかにできたこと

は、今後の歴史時代の動物考古学の基本文献 となる

(宮路淳子 。松井章2004「大坂城下町跡出上の動物遺

存体分析」『大坂城下町跡 Ⅱ』(財 )大阪市文化財協会)。

また大物遺跡は中世の大坂、伊丹などの都市群の周縁

にあたり、イヌに食われた人骨が多数出土 した。近年、

江戸の周縁に死者が放置され、野大や烏の餌食となっ

ていたことが、文献史学の研究から議論されているが、

中世においても阪神間の砂堆の背後の沼地に死人を放

置し、野犬に始末させるシステムが成立していたこと

を裏付けた (丸 山真史・藤浮珠織・松井章2005「大物

遺跡出上の人骨・動物遺存体」『尼崎市埋蔵文化財調

査年俸平成7年 度 (6)』 尼崎市教育委員会)。 原の辻

遺跡では、これまで出上した動物遺存体を報告 し、多

様なイヌが飼われていたことや、そのイヌが人々の食

用になっていたことなどを明らかにした (宮路淳子・

丸山真史 。松井章2005「原の辻遺跡出上の動物遺存体」

F原の辻遺跡発掘調査報告』長崎県教育委員会)。

出版物として埋文ニュースの『環境考古学5鳥類骨

格図譜』を刊行 し、これまでの上壌分析法、哺乳類骨

格図譜を引き継ぎ、また、これまでの環境考古学の成

果の集大成として、『環境考古学への招待 発掘からわ

かる食・ トイレ・戦争』 (岩 波新書)を刊行 し、一般

への啓蒙に努めた。

●遺跡調査技術研究室の調査と研究

当研究室では、まず第一に、古代官衛遺跡の発掘調

査・研究や遺跡の保存活用に資するため、官行遺跡発

掘調査法の研究を実施している。この研究では、古代

の官衛及び官衡関連遺跡とともに、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、一昨年度からは科学研究費をも利用しながら、官

衡建物遺構の諸属性についての詳細な内容の抽出作業

も進め、官衛施設の性格や造営技術の特質を明らかに

するとともに、官衡施設造営技術等の復元のためにい

かなる情報を遺跡から抽出すべきかという発掘方法の

向上にむけた研究をおこなっている。

第二に、上記の研究のために収集した官衛関係遺跡

の資料について、適宜公開を目指してデータベース化

する作業を実施している。このうち、遺跡の性格・所

在地 。文献 目録の一覧は、インターネットで順次更

新・公開してきたが、新たに建物遺構の詳細データや

出土遺物の概要のデータ、遺跡の所在地図や遺跡全体

図・建物図面などの画像データも入力する作業を進め

てお り、奈良文化財研究所ホームページでそのデータ

ベースを公開するためのソフト作成をおこない、東北

地方のデータなど一部を公開できる段階に至ってい

る。

第三に、郡衛周辺寺院の性格についての研究を進め

ている。一昨年度は鳥取県気高町の指導依頼を受け、

上原遺跡群(因 幡国気多郡衛・寺院)の 発掘調査報告書

を刊行したが、昨年度は上原南遺跡出土の瓦類の製作

技法 。型式・編年についての分析を進め、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、研究成果とりまとめの準備を始めた。

第四に、第三の研究テーマとも関わるが、古代地方

行政領域の成立過程の研究を進めてお り、昨年度は因

幡国における郡領域の成立状況についての検討に着手

した。

第五に、古代官衛と集落に関する研究集会を開催し

た。2004年度は、「地方官衛 と寺院―郡衡周辺寺院の

性格をめぐって一」をテーマとし、主に郡衡周辺に存

在する寺院の性格について、公的性格を持つとする説

と氏寺や私寺とみる説の両方の立場から研究報告をお

こない、討議した。

第六に、各地の公共団体からの依頼により、全国の

官衛 。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

全国各地の遺跡出土木材約150点 について、年代測

定を実施した。この中で、広島県東広島市西条町に所

在する責幡 1号遺跡から、弥生前期末から中期中頃に

かけての土器と共に出上した木材の中で、伐採年代に
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近い年輪年代が得 られたものが 4点あ り、それぞれ

200B.C.、  235B,C.、  424B.C.、  470BoC,と 半J明 した。 この

成果は、弥生前期末～中期中頃の共伴土器に貴重な年

代情報が付与できた。また、この遺跡出土木材のなか

で年輪年代が確定したもののなかの数点は、国立歴史

民俗博物館が実施 している日本産樹木資料による炭素

14年代の暦年較正用サンプルとして提供されることと

なった。青森県市浦村に所在する十三湊遺跡出上の木

製品36点につき年代測定をおこなった結果、約半数の

17点 に年輪年代が確定、1300年から1400年代にかけて

の木製品であることがわか り、青森県下の遺跡、遺構、

遺物の正確な年代評価につながる画期的な成果となっ

た。

古建築関連

奈良県国宝法隆寺金堂、五重塔、中門古材約100点

の年輪年代調査から、金堂には667年及び668年、五重

塔には672年、中門には690年代の中頃にそれぞれ伐採

された木材が使われていることが確定 し、100年 にお

よぶ論争史に新 しい年代情報を提示することができ

た。奈良県国宝唐招提寺金堂部材250点 の年代調査か

らは、781年 に伐採 された木材が使われていたことが

判明し、金堂の創建は奈良時代末頃であることが確定

した。長野県上田市の国宝安楽寺入角三重塔の建築年

代は、部材 1点の伐採年代が1289年 と確定したことか

ら、日本最古の禅宗様の建築であることが判明した。

新しい年輪計測法の開発研究

木彫仏のように彩色、漆塗、金箔貼などが施されて

いる文化財の年輪計測は、従来の計測方法だと無理で

あったが、このたび当研究所は世界に先駆けてマイク

ロフォーカスXttCT装置を導入 し、実際に小形の男

神像に応用、この年輪年代を確定することに成功 した。

これにより、これまで年代測定が実施できなかった文

化財の年代測定が非破壊でおこなうことができ、美術

品等を含め、その応用範囲は格段に広がった (科学研

究費補助金若手研究 (A)(研究代表者 :大河内隆之)

「マイクロフォーカスXttCT装 置を用いた木造文化財

の非破壊年輸計測に関する基礎的研究」の一環)。

●保存修復科学研究室の調査と研究

保存4多復科学研究室では、出土遺物および遺構の保

存科学的研究ならびに保存4雰復に関する開発研究を進

めている。以下に2004年 度において取 り組んだ内容を

概観する。

奈良文化財研究所がおこなった発掘調査によって出

上 した遺物 (木製品、木簡、鉄製品、金銅製品など)

の材質・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)出土木材が乾燥するときに発生するア

コーステイックエミッションの伝播特性を明らかにす

ることで、アコースティックエ ミッションモニタリン

グを適用するにあたっての重要な情報をえることがで

きた (京都大学大学院農学研究科 )。 2)木炭を封入 し

た保存箱を用いると相対湿度の日変動と旬内変動が室

内環境 よりも抑制 されることが明らか となっている

が、この抑制効果は年単位でも維持されることが新た

に明らかとなった (秋 田県立大学木材高度加工研究

所)。 3)火災により被災した垣ノ島B遺跡出土漆製品

の保存科学的な調査により、同漆製品の構造的な特徴

などが明らかとなった。被災により漆製品の表面に強

固に付着している汚染物質を安全に除去することはき

わめて困難であることが判明し、現状からの崩壊を防

ぐために、アクリル樹脂による仮強化処置を施し、安

定した環境において保管をおこなうという方針を打ち

出した (北海道教委・南茅部町教委)。

開発的な研究としては、以下の通 りである。1)昨

年度、開発導入した携帯型マルチレーザーラマン分光

分析装置の軽量化と小型化を図った。本装置を用いて、

中国 。内モンゴル自治区呼和浩特市博物館における大

召壁画顔料調査、青谷上寺地遺跡出土遺物顔料調査、

北海道江差町開陽丸出土遺物調査などの現地調査なら

びに据え置き型のレーザーラマン分光分析装置を用い

た各種遺物の分析調査をおこない、考古遺物の分析事

例の収集をおこなった。2)X ttCR法 による考古遺物

の内部構造調査およびイメージングプレー トを用いた

オー トラジオグラフイによる材質分析をおこなった。

特にこれまで、土玉として扱われていた製品が錫製品

であることを新たに発見するなどの成果をあげること

ができた。また、これまであまり分析事例が少なかっ

た東北地方の古代ガラスの分析において X ttCR法 を

適用 し、大量のガラス玉に対して迅速な調査が可能と

なった。3)新 たに導入されたフーリエ変換赤外分光

分析マイクロマニピュレータシステムと赤外顕微鏡シ

ステムを用いて、有機質遺物の材質分析をおこない、

多くの調査事例を収集した。

31



この他、受託事業として、加茂岩倉遺跡出土銅鐸の

保存処理にともなう事前調査 (文化庁 )、 加茂岩倉遺

跡出土銅鐸の保存修理 (文化庁 )、 平原遺跡出土遺物

の事前調査 (文化庁 )、 平原遺跡出土遺物の保存修理

(文化庁 )、 妻木晩田遺跡における大型住居跡の露出保

存に関する工法研究 (鳥取県教委)、 鳥取県青谷上寺

地遺跡出土木製品の顔料分析および塗膜構造の調査

(鳥取県教委)、 古代土塁遺構の保存整備手法の研究開

発 (総社市教委)、 人代市上 日置女夫木遺跡出土小銅

鐸の事前調査 と保存処理 (八代市教委 )、 長野県社宮

司遺跡出土六角木憧の保存処理に先立つ事前調査 (長

野県教委 )、 クスノキ製到 り抜 き井戸の真空凍結乾燥

法による保存処理に先立つ事前調査 と保存処理準備

(二重県教委)な どをおこなった。なお、平原遺跡出

土遺物の事前調査および保存修理は平成 7年度より継

続 しておこなってきたが、本年度をもってすべての遺

物の処理が完了したものである。

また、「絹染織文化財の世界 一保存科学をキーワー

ドとして一」をテーマに今年度の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

2004年度は、前担当者が昨年度におこなった「遺跡

の斜面保護」を対象とした「遺跡の保存工学的研究」

を継続、発展させ、成果 として公表することとした。

この研究は遺跡における斜面を、「遺構 としてのの り

面 (人工斜面)」 と「遺跡内地形 としての斜面 (自 然

斜面)」 とに分類 し、それぞれの特性を抽出して、保

護における基本的考え方をまとめ、各種の斜面保護工

法の適用を取 り扱ったものである。より本質的な前者

に加えて、遺跡保存 。景観保全にとって重要な後者の

視点をもつことで、より包括的一体的な保全がはから

れるものである。

今年度は、各種整備事例に関する情報 。資料の収集

を継続するとともに、前年度に作成 した「遺跡の斜面

保護 (稿 )」 をもとに、図面・写真をそえた具体的な

適用事例を追加拡充し、斜面保護一般に関する資料を

加えて、遺跡の斜面保護にかんする指針 となるべ く

『遺跡の斜面保護―遺跡の保存工学的研究―』 (埋蔵文

化財ニュース■9)と して公干Jし た。

また、2004年 度は埋蔵文化財発掘技術者専門研 4笏

「遺跡保存整備課程」を担当した。今回の課程は、地

域の特性に基づいた遺跡の保存・活用の重要性が叫ば

れている今日的情勢をうけて、既整備事例を俎上にし

て遺跡保存整備の理念を問い直すことに主眼をおい

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。今年度までの

成果をまとめ F遺跡情報交換標準の研究』を2月 に刊

行 した。10月 には地理情報システム学会大会において

「地理情報標準に準拠 したUMLに よる遺跡のモデル化

と一般地物モデル」及び「地理情報標準による遺跡情

報の応用スキーマ設計」 と題 して、遺跡情報の分析に

関する研究成果を発表 した。また、11月 には遺跡GIS

研究会及び 3月 には遺跡情報管理検討会を開催 し、最

新の分析手法についての研究報告、意見交換ならびに

発掘記録の標準化についての検討を行った。

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、軒瓦等の各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行い、データの

充実に努めた。また、業務用のデータベースについて

は、各担当で作成 したデータの追加を行った。なお、

データベースヘの入力に際しては、事前のデータ整理

が必要であるため、各種文献や参考書目等の調査を行

いながらデータの拡充を行った。

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、 8× 10、 ガラス乾

板について電子化を継続するとともに、新たに奈文研

が発注 した空中写真についても電子化を開始 した。航

空写真データベースにおいては、入力の基礎 となる原

フィルムからのマイクロフィルム作成、マイクロフイ

ルムからの電子画像の作成を継続 して行った。

●国際遺跡研究室の調査と研究

国際遺跡研究室は、研究所が実施する国際共同研究

事業を円滑に実施するための調整と外国からの訪問者

に対する応対を主たる業務とし、管理部業務課と連携

しておこなっている。

2004年度には、共同研究で招聘した外国人研究者は、

合わせて37名 、施設見学や表敬訪問などで研究所を訪
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れた外国人研究者は、昨年より増加 し、 7カ 国からの

93名 であった。

保存4笏復科学と遺跡保存整備活用に関心を持つ訪問

者が多 く、保存4笏復科学研究室の設備、分析修復現場

や第一次大極殿復原建設現場の参観だけではなく、担

当者 との意見交換を希望する方が年々多 くなってい

る。一方、科学研究費、共同研究費、外国からの招聘、

その他による研究所からの渡航件数は、128件 で、そ

の内、共同研究による渡航は57件であった。

昨年度から法人の業務に新たに加わった「西アジア

文化遺産保護緊急協力事業」に対する当研究室の取 り

組みとしては、平城宮跡発掘調査部の協力を得て、ア

フガニスタンから招聘 した 2名の研究者に対 し、 3ケ

月間にわたる発掘調査法に関する研修を実施した。

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、他機関が実施する外国人

研修事業にも協力しているが、本年度も、ユネスコ・

アジア文化センター文化遺産保護協力事務所主催の

「アジア太平洋地域文化遺産保護調査修復研修」に協

力し、講師を派遣するとともに講義、実習の場 も提供

した。

これらの国際関係業務の他に、埋蔵文化財センター

の研修事業では、発掘技術者専門研修『陶磁器調査課

程』を企画担当し、他の研4笏授業の講師を務めた。ま

た、当研究室では、山内清男資料の保管と活用の任務

があり、本年度は『山内清男考古資料15』 を刊行した。

本年度の資料の閲覧者は、 2名であった。

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 国の研究機関と共同研究を実施して

いる。2004年 度の各共同研究事業の概要は以下の通 り

である。当年度には共同研究以外の学術交流 も盛んに

おこなわれた。主要なものをいくつか紹介する。飛鳥

資料館主催の『東アジアの梵鐘』展の一環で開催 した

国際シンポジウムに中国大鐘寺古鐘博物館から2名、

韓国春川博物館から 1名 、研究者を招聘 し講演 して頂

いた。また、韓国国立文化財研究所からの招聘で、所

長・管理課長が文化財行政に関する国際シンポジウム

に参加 し、日本の状況を説明した。その他、所員の多

くが関ったのは、2004年 から2005年 にかけて ドイツで

行われた『日本の考古―曙光の時代展』であり、図録

原稿の執筆、講演、貸借、随行など、様々な協力をお

こなった。

0中国社会科学院考古研究所との共同研究

唐長安城大明宮太波池の調査は 4年 目にあたる。こ

れまで 3カ 年にわたり、太液池の西岸、北岸、蓬莱島

の南岸を調査 してきた。本年度は大明宮の中軸線上に

位置する太液池の南、龍首原上に発掘区を設定 し、

2004年 の春に調査をおこなった。太液池南岸にある園

林内建物の状況、南半部の宮殿区と北半部の園林区と

の関係を明らかにするのが調査の目的である。

調査成果の結果、東西方向 4基、南北方向 4基の廊

の基壇 と基壇の両側に敷設された基壇化粧や散水 (雨

落)を検出した。回廊にともなう塀の壁面には白色あ

るいは赤色の層が残存 し、また赤、緑、淡黄色の色彩

が残存する壁面の破片も出土した。このほか両側にレ

ンガを積み上げて構築 した排水溝や円形の井戸を検出

した。

出土遺物は、大量の瓦碑類のほか、陶磁器片、金属

製品などが出土した。廊と塀に囲まれた中庭からは象

の石像や石灯籠の破片も出土している。

遺物の整理は現在進行中で、今後は遺跡全体の詳し

い検討をおこなう予定である。

●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行うこ

とにしている。2004年 度は、昨年度に引き続き、遼西

地域の前燕李庇墓、倉糧害鮮卑墓、前燕奉車都尉墓、

衰台子東晋壁画墓か ら出上 した遺物を対象に実施 し

た。李庇墓からは西暦324年の墓誌が出土 し、奉車都

尉墓からは、「奉車都尉」の 4文字を陰刻 した銀印が

出土している。また、衰台子壁画墓は数多 くの金銅製

品や陶器類を出上した 4世紀前半代の墓である。

6月 に、日本側が訪中し、遼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 。実浪1。 写真

撮影を進めるとともに、金銅製品、青銅製品を中心に

理化学的分析を試みた。とくに、理化学的分析では、

三環鈴に残る 2個の丸のうち、一方が銅、他方がカル
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シウム主成分とする材質でできていることが明になる

等の成果があった。これに先立ち、 5月 には遼寧省文

物考古研究所の研究員 6名 を招聘 し、各地の博物館等

において、古墳出土遺物について日中の比較検討を行

った。

また、 3月 にも訪中し、三燕墳墓出上の馬具や帯金

具について、製作技術を中心とする検討を行った。

●河南省文修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、

2004年 度は最終年度に当たる。河南省撃義市大 。小黄

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。

2004年 度には、黄冶窯跡の第 4次発掘調査 と2002

年 。2003年度に実施 した発掘調査で出土 した資料を整

理記録し、代表的な資料を図録『撃義黄冶窯跡考古新

発見』として刊行するための編集作業を行った。発掘

調査は、春と秋に責冶川西岸で実施 し、窯跡 1基、墓

跡 1基、溝 1条、土坑36基等の遺構を検出し、完形品

及び復原可能な資料500件余 りが出土 している。 5月

には、研究所から5名の研究員が当地に赴き、中国側

の研究者と共同で図録編集のための写真撮影、記録、

執筆等の編集作業を行い、中文篇図録は、2005年 3月

に刊行 した。日本版は、2005年度に出版予定である。

この他、 5月 に鄭州市で開催された「黄冶唐三彩窯

跡の考古新発見」と題する国際シンポジウムに研究所

から2名が参加 した。10月 には、研究者 5名 を招聘 し、

共同で関連遺跡・遺物を視察し、各地の研究者とも交

流を図った。

12月 には、両研究所が協議を行い、当初計画されて

いたが、中国国家文物局の許可が遅れたために実施で

きなかった残 りの発掘調査を含め、発掘調査報告の刊

行まで、共同研究を継続延長することに合意 し、新年

度に新たな協定書を交わすことになっている。

●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、日本の古代都城並びに

百済 。新羅王京の形成と発展過程に関する共同研究と

古代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、11月 に文化遺産研究部清水重敦を派遣 した。滞

在期間中には、韓国の研究者と意見を交換するととも

に、「古代遺跡の整備 と建築史研究者の役割」 と題す

る講演をおこなった。

都城に関する共同研究では2004年 度も、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察した。また、滞在期

間中には、公開研究会を開催 し、田庸畏氏には「益山

王宮里遺跡一生産関係の施設を中心 として一」、権宅

章氏には「慶州俸仁容寺址遺跡」と題する最新の韓国

都城発掘成果を講演 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、招聘 した研究者には、現在報告書干U行 に向けて

整理中の飛鳥池遺跡出上の生産工房関連遺物を観察検

討 して貰い有益な教示を頂いた。

●アフガニスタン文化這産保存修復のための緊急協力事

業

アフガニスタン、イラクを対象とする西アジア文化

遺産保護緊急協力事業であ り、東京文化財研究所と共

同で実施している。世界文化遺産のバーミヤン仏教遺

跡群の保護と現地人スタッフ養成のための研修が、事

業の二つの大きな柱である。本年、アフガニスタンで

は大統領選挙が予定され、国内情勢の動向を見て計画

を実施せねばならず、結局、本年度の現地ワークショ

ップは、現地での実施は困難と見て、日本に招聘 し研

修を行うことにした。秋から冬にかけ、考古学研究者

2名、保存4笏復関係の研究者 1名 、建築関係の研究者

1名 を招聘 し、実習を主体とする研4易 を実施 した。ま

た、この間にイラク人研究者も招聘 し、一緒に研4多す

ることになった。本年度のバーミヤン遺跡の保護事業

は、大統領選挙が始まる前の 6月 に、主としてバーミ

ヤ ン遺跡の範囲確認・分布調査に重点を置 き実施 し

た。仏巌の前面に広がる平地部分や周辺の谷間を踏査

し、新たに塔跡一基、壁画のある石窟など発見した。

なお、文化財研究所では、本年度からこの事業に携

わる特別契約研究員を採用し、事業の円滑な推進を図

っている。
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●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、イースター島のモア

イ像を対象に実施 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 エイズとする 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35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堀調査、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、パイヨンの西約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

されたと堆走されている。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 トッ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、 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

年度と2004年度には全面のテラスで発掘調査を行い、

テラスの構築時期や鎮壇の様子を明らかにすることが

できた。2004年度には保存科学的な調査 も開始され、

今後も当初予定した総合的な調査を順次進めていきた

いと予定している。

過去 3年にわた り、「異なる気象条件化における不

動産文化財の発掘技術及び保存に関する調査研究協力

事業」 として、チリ国立文化財保存修復センターとイ

ースター島のモアイ石造の保存修復に関する共同研究

を実施 してきた。本年度は、最終年度にあたり、以下

今年度の活動の概略を記す。

イースター島において、昨年ユネスコの世界遺産保

護事業の一環としておこなわれたアフトンガリキ遺跡

のモアイ石像の処理後 1年経過後の状態を調査すると

ともに、モアイ石像をとりまく環境 と劣化を引き起こ

す要因などについて保存科学的な調査をおこなった。

昨年、強化・撥水処理されたモアイ石像に対して針貫

入試験を実施したところ、針貫入強さはいずれのモア

イについても処理前よりも増大 してお り、強化処理の

効果があったことを示 している。また、散水試験によ

っても十分な撥水効果が認められたことから、撥水剤

が有効に作用 していることが明らかとなった。また、

これまでイースター島においておこなってきた暴露試

験の結果については、2004年 8月 にチリ共和国バルパ

ライソで開催されたパシフィック20041こ おいて報告を

おこなった。
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海外からの主要訪間者一覧 海外からの招聘者一覧

0大韓民国 :弘益大学校師範大学教授

金泰植 他3名 /'0449

0大韓民国 :忠清南道百済文化圏開発事業

所事業所長

CHUNG WAN KEE 他7名 /'046.1

0イ ギリス :グラスゴー大学理学部

蒲生明日香//'04625～ 730

0大韓民国 :韓国偉統文化大学教授

Kim Young mi 他24人 /'04.6.30

0大韓民国 :韓国カトリック大学韓国史学部

李柱憲 他3名 /'04630

0中華人民共和国 :北京市文物局処浪

7711玲  他 5名 /'04726

0大韓民国 :ICOMOS― Korea理事

金光植/'04.8,18～ 917

●カンボジア王国 :」 SA考古専門家

コン・ヴィリアック/'0496-9■ 7

●イギリス :英国ケンブリッジ大学大学院

博士課程

中西裕見子/'0497～ '05.2.28

0大韓民国 :国立慶州博物館学芸員

鄭聖喜 他3名 /′
'0498

0世界10カ 国 :10カ 国の研修生

10名 /'04.922

●フランス :高等研究院院長

マリ=フ ランソヮーズ・クレル 他17名

'04104

●ベ トナム :フ エ遺跡保存センター・技術

職員他

グエン・テー・ソン 他 3名 /'041027～

1110

0中華人民共和国 :中国国家文物局及び各

地の博物館の館長

期栄 他10名 /′
'04ユ 126

●ベ トナム :ベ トナム社会科学研究所考古

学研究所

ハ ヴァン フン 他2名 /'04H29

0大韓民回 :昌原文化財研究所学藝研究室長

鄭桂玉 他1名 /'0412.13～ 1218

0中華人民共和国 :甘粛省博物館副研究員

劉志華 他1名  '05127

0大韓民国 :湖南文化財研究院研究員

8弯畜ン '051.27

0ア メリカ :ハーバー ド大学ダンバー トン

オーク研究所プレコロンビアン研究部長

」effery Quilter/'05131～ 27

0シ リア :文化省古器博物館総局修復計画

スーパーバイザ

アルハヮリナダー 他4名  ・0538

0中華人民共和国 :遼寧省文物考古研究所

書記

日立坤/'04522～ 6.2

0中幸人民共和国 :遼寧省文物考古研究所

副所長

華玉水
/'04522～

62

0中 学人民共和国 :遼寧省文物考古研究所

所長助理

呂学明 '́04.522～ 62

●中華人民共和国 :遼寧省文物考古研究所

主任

フテ万κ/ '04.5,22-62

0中 華人民共和国 :遼寧省文物考古研究所

主任

安陽・/'04522～62

0中学人民共和国 :遼寧省文物考古研究所

副靖長

付興勝′/'04522～ 6.2

●中華人民共和国 :中国社会科学院考古研

究所副研究員

条国張  '0499^-925

0中華人民共和国 :中 国社会科学院考古研

究所助理研究員

lilJ歳不可ィ '0499～ 108

0中 華人民共和国 i中 国社会科学院考古研

究所研究員

τそ笏鷲寿ξ/ '04927～ 103

0中 華人民共和国 :中国社会科学院考古研

究所副所長 研究員

白雲翔 /'04929～ 108

0中 学人民共和国 :中国社会科学院考古研

究所副所長

斉肇業 イ'04つ 29～ 108

0中 革人民共和国 :中回社会科学院考古研

究所副研究員

江勃 '04929～ 108

0中 華人民共和国 :河南省文物考古研究所

書記

秦曙光
′'041018～ 1029

0中華人民共和国 :河南省文物考古つF究所

副科長副研究員

趙新平
/'041018～ 1029

0中輩人民共和国 :河南省文物考古研究所

副主任言U研究員

刀態,(ツ子′ '041018´-1029

0中 華人民共和国 :河南省文物考古研究所

扁U研究員

李素嬉 /'041018～ 1029

0中 華人民共和国 :河南省文物考古研究所

副科長

超g易章//'04.10,18-1029

0大韓民国 :目立春川博物館館長

獲應天/'04.H2～ H7
●中華人民共和国 :大鐘寺古鐘博物館館長

解小敏 /'04.ユ ユ.3～ 1111

0中 学人民共和国 :大鐘寺古鐘博物館副館

長

全錦雲 ′'04113～ 11,11

●アフガニスタン :イ スラム移行政権情報

文化省歴史的建造物局局長 建築学修士

アブ ドゥルーアハ ド・アッバースイー

'04121´ヤ129

0カ ンボジア王国 :文化芸術大臣

H H Prince SISOヽ VATH Panara Sirivuth

'0516´-19

●カンボジア王国 :文化芸術省副大臣

H,E.LIr,CHUCH Phoeurn/'0516～ 19

0カ ンボジア王国 i文化芸術省副大臣

HEA/1r.SAY SOphanith′ '0516～ 19

●カンボジア王国 :文化芸術省大臣秘書官

A/10UNG Chanveasna′ '́0516～ 19

0カ ンボジア王回 :文化芸術省大臣官房長

SENG Soth 
ン,051.6～

1,9

0カ ンボジア王国 :文化芸術省人事局次長

EK Buntha '0516～ 1.9

●カンボジア王国 :正立芸術大学卒業生

チェン・チャンラタナ /'05,1.12～ 2.4

●カンボジア王国 :王立芸術大学卒業生

エム・ソチアタ
′'o5112～ 24

●カンボジア王国 :王立芸術大学卒業生

エン・リャケナィ'051.12～ 24

0大韓民国 :日立夫餘文化財研究所学芸研

究士

田庸異ィ'05216～ 224

0大韓民国 :回立慶州文化財研究所長

ヂ根― /.05216～228

0大韓民国 :日立慶州文化財研究所学芸研

究士

椎宅章′/'05216～ 228

0大韓民国 i日立昌原文化財研究所学芸研

究士

姜束錫 '05216～228

0大韓民国 :国立文化財研究所遺跡調査研

究室

韓ナレ '05216～ 32

0大韓民国 :全北文化財研院先任研究員

姜元錘 ′・05321～330

●カンボジア王国 :シ エムリアップ州文化

遣産保護開発機構第1文化遺産考古局長

Mao Loa  '05325-32936



奈文研研究者の海外渡航一覧

0杉山 洋 :中華人民共和国

'044.3～
4.5′ ′/シ ンポジウム準備会合出席

先方負担

●森本 晋 :イ タリア

'04411～ 420//国際学会C A A20041こ て発

表とGIS関連資料の調査 科学研究費

●岡村 道雄 :中華人民共和国

'04412～416ア
′
中国大液池共同調査 運営

費交付金

0今井 晃樹 :中学人民共和国

'044_12～ 4_25ア 中国太液池共同調査 運営

費交付金

0大林 潤 :中 華人民共和国

'04.412～425ン 中国太液池共同調査 運営

費交付金

0島田 敏男 :中 華人民共和国

'04418～425 中国太液池共同調査 運営

費交付金

0中村 一郎 :中 華人民共和国

'04418～425/中 国太液池共同調査 運営

費交付金

0岡村 道雄 :中 華人民共和国

'0456～ 59´ 河婦渡遺跡の新江省文物考古

研究所と研究調査内容について事前検討・

調査 他機関負担

●森本 晋 :ア メリカ合衆国

'04_5_7～ 511ァ
′GISを用いた文化表現に関

する資料調査 運営費交付金

0西山 和宏 :ベ トナム

'045,9～ 515/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 他機関負担

0清水 重教 :ベ トナム

'0459～ 518//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 他機関負担

0金井 健 :ベ トナム

'0459～ 518ア 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 他機関負担

0箱崎 和久 :ベ トナム

'0459～ 518/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 他機関負担

●西口 壽生 :中華人民共和国

'04519～531/共 同研究 :出土物の観察、

記録、撮影 運営費交付金

●巽 淳一郎 :中 学人民共和国

'04519～ 5.31/共同研究 :出土物の観察、

記録、撮影 運営費交付金

0次山 淳 :中華人民共和国

'04523～ 531イ共同研究 :出土物の観察、

記録、撮影 運営費交付金

●神野 恵 :中 華人民共和国

'045,23～ 531 共同研究 :出土物の観察、

記録、撮影 運営費交付金

0牛嶋 茂 :中華人民共和国

'04523～ 5.31 共同研究 :出土物の観察、

記録、撮影 運営費交付金

0杉山 洋 :カ ンボジア王国

'0461～ 610ィ ア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

0井上 和人 :ベ トナム

'0464～ 6.13/ベ トナム・ハノイ市 バ・デ

ィン遺跡タン・ロン王宮跡の調査研究指導

およびフエの都城遺跡調査 先方負担及び

科学研究費

0松井 章 :フ ランス

'04612～ 6.17/国際考古動物学会遺伝子系

統ワーキンググループに出席 科学研究費

●森本 晋 :ア フガニスタン

'04612～ 628/ア フガニスタン・バーミヤ

ン遺跡保存事業 東京文化財研究所

0金田 明大 :中 華人民共和国

'04623～ 630 日中古代墳墓副葬品の比較

研究 科学研究費

0牛嶋 茂 :中学人民共和国
'046.23～ 630′ 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

'04623～ 73 日中占代墳墓副葬品の比較研

究 科学研究費

0小林 謙一 :中華人民共和国

'046.23～ 73ア 日中古代墳墓冨1葬品の比較研

究 科学研究費

0小池 伸彦 :中 華人民共和国

'04623～ 73 日中古代墳墓副葬品の比較研

究 科学研究費

0高妻 洋成 :中学人民共和国

'04623～ 7.3/日 中古代墳墓副葬品の比較研

究 科学研究費

●豊島 直博 :中 学人民共和国

'04623～ 73 日中古代墳墓副葬品の比較研

究 科学研究費

●深i畢 芳樹 :ド イツ

'04,76～89『 日本の考古―曙光の時代展』

遺物等随行 文化庁負担

●町田 章 :ド イツ

'04.7.22～729/イ 『日本の考古―曙光の時代

展J オープニングセレモニー出席 先方負

担及び運営費交付金

0高妻 洋成 :中華人民共和国

'04.8.2～ 810/古代中国の石窟・墓室等塑像

・壁画の材質 。構造解析と保存修復に関す

る研究 科学研究費

●杉山 洋 :カ ンボジア王国

'0482～ 813//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

●豊島 直博 :カ ンボジア王国

'0482～ 813/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

'0482～ 813 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

●森本 晋 :カ ンボジア王国

'048.5～ 813 西 トップ寺院の調査 運営費

交付金

●窪寺 茂 :中華人民共和国

'0489～ 820 中国雲南省民家調査の為 他

機関負担

0高瀬 要一 :ベ トナム

'04816～ 828/胡 朝城保存整備にむけた基

礎調査 他機関負担

0深澤 芳樹 :中 華人民共和国

'04819～826/漢文化国際学術検討会の参

加 科学研究費

0島 田 敏男 :ベ トナム

'048.19～ 830/ベ トナム社会主義共和国ハ

テイ省 ドンラム村保存計画策定についての

調査研究 他機関負担

0清永 洋平 :ベ トナム

'04819～ 8_30′ ベ トナム社会主義共和国ハ

テイ省 ドンラム村保存計画策定についての

調査研究 他機関負担

●山本 紀子 :ベ トナム

'04.8.19～ 830/ベ トナム社会主義共和国ハ

テイ省 ドンラム村保存計画策定についての

調査研究 他機関負担

0松井 章 :デ ンマーク・ポーランド

'04823～831 国際考古動物学会の2006年

ニューメキシヨ大会開催のための役員会議

およびビスクピン博物館において湿地遺跡

研究の討議 科学研究費

●森本 晋 :ド イツ

'04830～ 94/国 際文化遺産情報学会議に出

席 運営費交付金
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0小林 謙一 :ドイツ

'049.13～ 1026/『 日本の考古―曙光の時代

展もの出展作品管理 先方負担

0光谷 拓実 :ドイツ

'04,915～ 922/年輪学会 (Euro Dendro

2004)へ の参加・発表および研究所訪問

運営費交付金

0大河内 隆之 :ドイツ

'049.15～ 922/年輪学会 (Euro Dendro

2004)への参加・発表および研究所訪問 科

学研究費

●岡村 道雄 :中華人民共和国

'04926～ 930/是川遺跡ジャパンロー ド中

国調査 他機関負担

0中 島 義晴 :ア メリカ合衆国

'04104～ 10.26/庭 園考古学に関する国際研

究交流・資料収集 運営費交付金

0加藤 真二 :中華人民共和国

'0410.10～ 1018/北京市・山東省における

唐代墓出土の十二支像・壁画調査 運営費交

付金

●降幡 順子 :ベ トナム

'041010～ 1019/「若手研究 (B)出土陶磁

器の保存科学的研究」における資料調査

科学研究費

●毛利光 俊彦 :中華人民共和国

'041020～ 10.24/中 国社会科学院との共同

研究 運営費交付金

0渡邊 康史 :中 華人民共和国

'041020～ 1024/中国社会科学院との共同

研究 運営費交付金

0今井 晃樹 :中 華人民共和国

'041020～ 1028/中 国出土の瓦の調査 運

営費交付金

0中川 あや :中華人民共和国

'04,10.20～ 1028/西安・洛陽における青根

瓦調査 運営費交付金

●金井 健 :中華人民共和国

'04.1020～ 1028/中 国社会科学院との共同

研究 運営費交付金

●金子 裕之 :大韓民国

'0410.24～ 1027/国際シンポジウム発表

先方負担

0山崎 信二 :ドイツ

'041024～ 123/『 日本の考古―曙光の時代

展」のマンハイム会場からベルリン会場ヘ

の出品作品の輸送及び管理 運営費交付金

及び先方負担

●箱崎 和久 :中華人民共和国

'04112～ 11,13/中 国上海市浙江省の古建築

に関する資料収集 科学研究費

●町田 章 :大韓民国

'04.11.4～ H7/韓国漆文化の調査 他機関

負担

●岡村 道雄 :大韓民国

'0411.4～ 11.7/韓国漆文化の調査 他機関

負担

0杉山 洋 :カ ンボジア王国
'0411.9～ 11.13/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

●町口 章 :大韓民国

'04.■ 10～ 1115/大韓民回文化財庁日立文

化財研究所『2004年度国際学術大会』参加

先方負担

●清水 重教 :大韓民国

'04■ 17～■ 26/日 韓文化財研究国際交流

事業における研究者交流 運営費交付金及

び先方負担

0田辺 征夫 :ドイツ

'04.11.18～ 11.28/ド イツベルリンで開催の

『日本の考古―曙光の時代展』オープニン

グ参加、シンポジウム発表等 先方負担

0岡村 道雄 :ド イツ

'04.1118～ 11.28/ド イツベルリンで開催の

『日本の考古―曙光の時代展』オープニン

グ参加、シンポジウム発表等 先方負担

0窪寺 茂 :大韓民国

'041120～ 1126//第 1次大極殿復元に関する

関連建物現地調査 運営費交付金

●粟野 隆 :大韓民国

'041122～ 121/日 韓都城に関する共同研究

運営費交付金

0中川 あや :大韓民国

'041122～ 121′
/日 韓都城に関する共同研究

運営費交付金

0金田 明大 :大韓民国

'04.11.22～ 12.1,日 韓都城に関する共同研究

運営費交付金

●山本 紀子 :大韓民国
'04.11.22～ 121/′ 日韓都城に関する共同研究

運営費交付金

0大河内 隆之 :ア メリカ合衆国
'04.1127～ ℃59.24′ 古環境復元を目的とし

た年輪年代学に関する研究 文部科学省負

担

●加藤 真二 :ドイツ

'0411.29～ ℃51.10/『 日本の考古―曙光の

時代展』出展作品管理 先方負担

0小林 謙一 :中華人民共和国
'04121～ 124/遼 寧省文物考古研究所との

共同研究打合せ 運営費交付金

0町田 章 :中華人民共和国

'04.127～ 12.13/次年度共同研究打合せ、

唐長安城大明宮太液池出土遺物 (唐三彩、白

姿)の類品調査 運営費交付金

●川越 俊一 :中華人民共和国
'0412.7～ 12.13/次 年度共同研究打合せ、唐

長安城大明宮太液池出土遺物 (唐三彩、白

盗)の類品調査 運営費交付金

●巽 淳一郎 :中華人民共和国

'04127～ 1213/次 年度共同研究打合せ、唐

長安城大明宮太液池出土遺物 (唐三彩、白

姿)の類品調査 運営費交付金

0吉川 聡 :カ ンボジア王国

'041213～ 1217/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

●森本 晋 :カ ンボジア王国

'0412.13～ 1218メ ァンコール遺跡調査国際

調整委員会出席 運営費交付金

●花谷 浩 :カ ンボジア王国

'041213～ 12.21/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
'04.12.13～ 1221′ /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杉山 洋 :カ ンボジア王国

'04.1213～ 1222/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

0田辺 征夫 :大韓民国

'0412.19～ 1222/韓 国内遺跡出土繊維製品

関係の資料収集 他機関負担

0小林 謙一 :大韓民国

'041219～ 1222/韓 国内遺跡出土繊維製品

関係の資料収集 他機関負担

●島田 敏男 :ベ トナム

'0412.19～ 12.26/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 他機関負担

0大林 潤 :ベ トナム

'04.1219～ 1226/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 他機関負担

0箱崎 和久 :ベ トナム

'04.1219～ 1226/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 他機関負担
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●降幡 順子 :中華人民共和国

'04.1221～ 12.30/「古代中国の石窟・墓室

等塑像・壁画の材質・構造解析と保存修復

に関する研究」における資料調査 科学研

究費

0今井 晃樹 :中華人民共和国

'0517～ 110/青銅器の調査 科学研究費

●松井 章 :中華人民共和国

'0518～ 114/長江下流域の新石器時代初期

からの遺跡から出土した動物依存体のうち、

大とイノシシ・ブタの骨を実験 し、今後の

自然科学的分析の可能を探る 科学研究費

0肥塚 隆保 :中 華人民共和国

'05119～ 126/古 代中国の石窟・墓室等塑

像・壁画の材質・構造解析と保存4多復に関

する研究 科学研究費

●高妻 洋成 :中華人民共和国

'05119～ 126/古 代中国の石窟・墓室等塑

像・壁画の材質・構造解析と保存修復に関

する研究 科学研究費

●島田 敏男 :ベ トナム

'05■27～ 131/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

の打合せ、調査 他機関負担

0千田 剛道 :大韓民国

'05214～ 217 韓国出土瓦の調査・分析

運営費交付金

●林 正憲 :大韓民国

'052.14～218 韓国出土瓦の調査・分析

運営費交付金

0大林 潤 :大韓民国

'05214～ 218′ 韓回出土瓦の調査・分析

運営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国

'05.214～2.22/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

●肥塚 隆保 :カ ンボジア王国

'05217～ 225´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

0高妻 洋成 :カ ンボジア王国

'05.2.17～
2.25′ 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

●清永 洋平 :ドイツ、イタリア

'05,217～ 2.27/史跡整備に関する調査 運営

費交付金

●栗野 隆 :ドイツ、イタリア

'05217～ 227/史跡整備に関する調査 運

営費交付金

0小林 謙一 :大韓民国

'05218～ 2.24/東 アジアにおける武器・武

具の比較研究 科学研究費

●馬場 基 :ド イツ、イタリア

'05219～ 227 史跡整備に関する調査 運

営費交付金

0加藤 真二 :中華人民共和国

'05222～ 31′ 平成17年 度飛鳥資料館秋期特

別展の借用資料調査 運営費交付金

0西山 和宏 :中華人民共和国

'05222～ 31/平成17年 度飛鳥資料館秋期特

別展の借用資料調査 運営費交付金

0松井 章 :台湾
'05223～ 32//台 湾所在の研究機関・大学を

訪問し、今後の共同研究の打合せ 科学研

究費

●千田 剛道 :大韓民国

'0533～ 313′ 日韓生産遺跡に関する共同研

究 運営費交付金

●林 正憲 :大韓民国

'0533～ 313/日 韓生産遺跡に関する共同研

究 運営費交付金

●肥塚 隆保 :チ リ

'0536～ 317/環境による不動産文化財の劣

化状況調査と保存Iケ復に関する調査・研究

運営費交付金

0高妻 洋成 :チ リ

'0536～ 317/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

●町田 章 :中華人民共和国

'0539～ 312/日 中古代遺跡出土文物の比較

研究 運営費交付金

0小林 謙一 :中 華人民共和国

'0539～ 319/日 中古代墳墓副葬品の比較研

究 科学研究費

●清水 重敦 :ス リランカ

'053.12～321 インド洋津波によるスリラ

ンカの文化遺産災害状況調査と復興ガイド

ラインの作成のため 他機関負担

0降幡 順子 :ス リランカ

'05312～3.21/「 インド洋津波によるスリ

ランカの文化遺産災害状況調査と復興ガイ

ドラインの作成」における現地調査 他機

関負担

0花谷 浩 :中華人民共和国

'05313～ 3.19,日 中吉代遺跡出土文物の比

較研究 運営費交付金

0高瀬 要一 :中 華人民共和国

'05313～ 322 東アジア古代都城の苑地に

関する総合的研究 科学研究費

0小澤 毅 :中華人民共和国

'05315～323/国際研究集会「東アジア 6

～ 7世紀の仏教寺院塔基壇研究に関する研

究討論会」への参加 。発表 他機関負担

●箱崎 和久 :中華人民共和国

'05315～3.23/国 際研究集会「東アジア 6

～ 7世紀の仏教寺院塔基壇研究に関する研

究討論会」への参加・発表 他機関負担

0田辺 征夫 :大韓民国
'05.316～ 320●韓国内遺跡出土繊維製品関

係の資料調査 他機関負担

0森本 晋 :ポルトガル

'05318～327 考古学におけるコンピュー

ターの応用学会 (CAA)に 出席・発表

科学研究費

0中 島 義晴 :ポルトガル

'05319～ 328ア 考古学におけるコンピュー

ターの応用学会 (CAA)に 参加 科学研

究費

0西回 壽生 :中華人民共和国

'05321～330′ 共同研究の打合せ、出土遺

物調査 運営費交付金

●巽 淳一郎 :中 学人民共和国

'05321～ 330/´ 共同研究の打合せ、出土遺

物調査 運営費交付金

0高橋 克壽 :大韓民国

'05322～325/「金工技術から見た倭王権

と古代東アジアJの資料調査 科学研究費

●松井 章 :大韓民国

'053.24～ 328/韓国における動物考古学の

共同研究の打合せ、および出土遺物の観察

のため 他機関負担



公開講演会

第 94回公開語演会

2004年 5月 29日  参加者 :297名

講演会に先立ち、町田所長より「考古学よもやま話一日

本における土着文化と外来文化」と題した話がありました。

◆島田敏男 :平城富の瓦屋根

大極殿正殿復原作業のなかで再検討をおこなつている古

代瓦屋根の棟形式についての研究成果を発表した。現存す

る古代建築の瓦屋根は後世の技法で葺き替えられており、

そこからの古代技法の復原は難しい。そこで、中国・韓国

の資料を合め、絵画資料や工芸資料等の棟に関する資料を

収集して検討した。大棟および隅降棟は方向の異なる屋根

面の交差部分を、平降棟は屋根面と崚羽掛瓦尻の隙間部分

を蓋することが本来機能で、位置や長さはその機能から必

然的に決定されるものであつた。また、大棟の鴎尾や宝珠

も棟の納まり上の必要性から生まれたものと考えられる。

日本では、飛鳥時代の工芸品である玉虫厨子において、こ

れら本来機能に則した棟形式をみることができる。その後

の日本では屋根構造の変化により、棟の本来機能が変化し

たり、必要がなくなったりしたが、平城宮の棟形式は本来

機能に則つた形式で復原すべきであることを述べた。

◆吉川 聡 :北浦定政と平城京

北浦定政(1817～ 1871)と は、幕末の陵墓・条里 。宮跡研

究家である。特に平城京に関する研究は有名であり、彼は

平城京研究の出発点に位置する人物である。彼の手元にあ

つた資料は、ご子孫によつて保管されてきたが、1992年に

そのほとんどが当研究所に奇贈され、2∞3年 には重要文化

財に指定されるに至1っ ている。

彼の平城京理解には、細部においては誤りもあるが、大

枠においては正鵠を射ている。彼の研究成果は、近世の学

問の到達点を示すものである。ただし、そのような研究が

可能だつた前提には、奈良に古代条坊制の面影が色濃く残

っていたことがある。しかしながら、古代都城の条坊が後

世まで綺麗に残存するのは、実は異常なことである。都が

長岡京・平安京に遷った後も、平城京は都市としては存続

していたのである。ここに平城京、さらには奈良の特殊性

があるといえるだろう。

第 95回公開語演会

2004年 10月 30日 参加者 :320名

講演会に先立ち、町田所長より「考古学よもやま話―冥

界への旅立ち」と題した話がありました。

◆中島義晴 :庭園の修復と復原整備

本講演では、日本全国でこれまでに実施された庭園の修

復や復原整備について、その意義、種類と内容、整備後の

管理活用状況などを事例を挙げながら述べた。

修復や復原整備の目的については、まず大前提として、

その庭園を保護し、また、歴史的な姿を維持、継承してい

くことである。発掘で出上した庭園の復原整備では本来の

姿を分かりやすく示すことも目的の一つである。その他に

も整備は研究の発展や伝統技術の継承に役立つことがあ

る一方、真実性の問題や、それまでの遺跡の雰囲気の消失

などの問題点もある。活用に関しては単に一般公開するだ

けではなく、曲水宴の再現の他、庭園に関わりのある内容

の催事が実施されることが多くなつてきた。維持管理につ

いては、歴史的庭国では生きた材料である植物の管理が重

要な課題であり、周辺地の開発による園内からの眺望景観

の破壊も問題になつている。

◆豊島直博 :刀 と剣の変化からみた古墳時代のはじまり

古墳時代開始の過程を解明するため、多くの研究者は墳

墓の構造や副葬品の変化に着目する。しかし、鉄の刀剣に

は十分な検討が加えられてこなかつた。そこで本講演では、

刀剣の把に着目した研究成果を報告した。

弥生時代には、本製と鹿角製の把がある。西日本には木

製、東日本には鹿角製把が分布し、本製把は鉄本体を差し

込む穴のあけ方に多様性がある。いっぽう、古墳時代前期

には鹿角製把が途絶え、木製把の穿孔技法も画一化される。

この技法の変化は、中国大陸に起源をもつ技術を導入した

結果であると考えられる。従来から、前期古墳には朱の使

用、北枕の葬法などに中国思想の影響が指摘されてきた。

刀剣の把にも中国の技術が導入されていることは、当時の

先進国である中国と密接な関係を結んだことによって倭国

内に中心的な政治権力が成立し、古墳時代がはじまった可

能性を示しているのである。
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研究集会

◆吉代庭園研究会

2004年 12月 14～ 15日

2001年度からおこなっている日本の古代

庭園に関する調査研究の第 4年 度研究集

会。2004年 度は庭園でおこなわれたさまざ

まな儀式・宴遊のうち曲水宴をとりあげ、

行事内容の検討、中国 。韓国 。日本に残る

曲水宴推定遺構との関係などを検討した。

研究会は研究発表と討議からなる。研究

発表は「史料から見た曲水の宴―王義之が

蘭亭で曲水の宴を催すまで一」大平桂―(大

阪女子大学)、 「中国・韓国に残る流盃渠遺

構」高瀬要―(奈良文化財研究所)、
「史料か

ら見た日本の曲水宴」榎村党之(二重県立斎

宮歴史博物館)、 「曲水宴に用いられた可能

性のある日本古代の遺構」中島義晴(奈良文

化財研究所)、 「平安京の庭園遺構 と遣水J

仲隆裕(京都造形芸術大学)、 「仙巌園の曲水

路遺構と曲水の宴」田村省三(尚 古集成館)

の 6本である。

討議では詩が詠めなかったときに罰とし

て酒を飲むという通説が誤 りであり、飲む

のではなく酒を差し出すのではないか、と

いう新説が提示され議論が盛 り上がった。

また、中国・韓国に残る石満系曲水路遺構

と日本で発見された水路系曲水路遺構との

系譜関係が問題となり、自然流路に近い水

路系曲水路から人工的色彩の強い石溝系曲

水路へと発展したのであろうとの見方が有

力視された。 (高瀬要― )

◆保存科学研究集会

2004年 12月 16日

絹染織文化財は、古代から人類の英知を

尽 くした精巧な文化財として存在 してき

た。しかしその製作過程、保存や保管に関

しては各段階での各種専門的な技術・知識

や経験を必要とし、今までその全過程を通

して概観できる機会はあまりなかった。今

年度の保存科学研究集会は「絹染織文化財

の世界一保存科学をキーワー ドとして一J

をテーマに、各過程の専門家 9名 の方に研

究発表をお願いし、各分野への理解をより

深めることを目的とした。またポスター展

示会場では、 6件のポスター発表もあり、

実物を見ながらの解説などには参加者も多

くの質問を投げかけていた。日頭による研

究発表は以下の通 りである。「古代の蚕と

絹糸―蚕と繭」 (一 日昌利)、 「中国 。日本

の製糸技術」 (志村明)、 「出土絹織物の調

査」 (今津節生)、 「正倉院の絹織物」 (尾形

充彦)、 「出土絹繊維の科学」 (佐 藤昌憲)、

「絹と天然染料」 (齊藤昌子)、 「染織物の保

存修理 ―小袖を中心に一」 (河 上繁樹 )、

「京都服飾文化研究財回収蔵品における西

欧服飾の展示と保存・修復」 (周 防珠実)、

「法隆寺宝物館の展示・保管・修理につい

て」 (澤 田むつ代)。 各研究発表後の質疑応

答時間が不足するほど活発な意見交換がお

こなわれた。研究集会の参加者155名 の方

が絹染織文化財に関して一層の理解が深ま

る機会となり有意義であった。

(肥塚隆保)

◆古代官衝・集落研究会

2004年 12月 17～ 18日

2004年度は「地方官衛と寺院―郡街周辺

寺院を中心として一」をテーマに開催した。

これは、 8世紀中業以前に創建された地方

寺院のうち、氏寺・私寺か公的性格を帯び

たものか議論のある郡衡周辺地域の寺院を

主にとりあげ、その遺構・遺物の調査研究

の現状や、地方寺院の性格論、在地におけ

る郡司層と氏族に関する文献史学の研究成

果を総合し、そうした寺院造営の社会的背

景、寺院の性格・機能、地方における仏教

受容のあり方などについて考え、問題点の

共有化を図ることを目的としたものである。

研究報告は、山中敏史「地方官衡と周辺

寺院をめぐる諸問題」、川回武彦「常陸国

那賀郡における郡衡と周辺寺院」、田中弘

志「関市弥勒寺遺跡群の調査」、長田廣

幸・根鈴智津子「倉吉市大御堂廃寺の調

査」、長島栄―「仙台市郡山遺跡・郡山廃

寺の調査」、志賀崇「『郡衡周辺寺院』の性

格」、三舟隆之「地方寺院の性格」、須原祥

二「郡司層と地方寺院」の 8本で、地方公

共団体 。大学関係者等192名 が参加 し、討

議をおこなった。アンケー トでは 8割 以上

の参加者から有意義であったとの回答を得

た 。 (山 中敏史)

◆第8回古代瓦研究会

2005年 3月 26～ 27日

法隆寺式軒瓦の全国的な広がりを検討す

る研究会である。まず法隆寺西院創建期の

組み合わせと斑鳩の寺院の瓦の組み合わせ

を確認し、次に根津での法隆寺同抱瓦のあ

り方を検討した。次いで軒丸瓦の外区が面

違鋸歯文縁の一群を検討し、また重弧文軒

平瓦と組み合う外区が線鋸歯文縁の一群の

検討を行った。

鋸歯文縁複弁蓮華文軒丸瓦と忍冬唐草文

軒平瓦の典型的な法隆寺式軒瓦の組み合わ

せは、法隆寺西院伽藍、大和法輪寺、大和

長林寺、摂津百済寺 (堂 ヶ芝廃寺 )、 摂津

勝山南遺跡、摂津芦屋廃寺、河内西琳寺、

播磨下太田廃寺において主として百済系の

渡来人と密接に結びついていること、特に

百済王氏の存在が中心をなす可能性を議論

した。また包み込み式軒平瓦の山村廃寺、

伯者斎尾廃寺、紀伊上野廃寺等の百済・新

羅的要素について議論した。参加人数190

名であった。 (山 崎信二 )
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文部科学省科学研究費補助金

◆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、出土実資料の材料科学的手法

による解析を、伝世資料や文献史料に対す

る研究成果と相互補完的に比較検討し、近

世科学技術の総合化・体系化をめざす。特

に、金属に関して、最高水準にまで到達し

た江戸時代の礎となる古代からの技術的変

遷を材料と技術の面から追求した。また採

鉱から精錬に至る鉱山 。冶金技術の再評価

を生産遺跡から出上した遺物を中心に継続

して行った。

研究成果公開の場として、シリーズで行

ってきたシンポジウム『「生産遺跡」から

探る「モノづ くりJの 歴史』の2回 目を、

平成16年 7月 17日 に大阪府商工会館にて、

「江戸時代の金・銀・銅―「住友銅吹所跡」

を中心に一」として約150名 の参加者を得

て開催した。住友銅吹所における技術の再

評価と共に、産業遺産としての価値を見直

す機会となった。また、続いて第3回 目を

平成17年 2月 19日 に、新居浜市市民文化セ

ンターにて、「江戸「モノづ くり」遺産の

再発見―別子銅山と石見銀山一」を新居浜

市と共催で開催 し、約120名 の参加者を得

た。近代化によって隠れてしまった近世技

術の再評価の重要性を石見銀山遺跡の取 り

組みを通して議論した。このような産業遺

産の整備・活用を通した地域振興の可能性

を探る場ともなった。

◆カンポジアにおける中世遺跡 と日本

人町の研究

代表者・杉山 洋 特定領域研究 (2)継続

平成15年度より科学研究費補助金 特定

領域研究「中世考占学の総合的研究一学融

合を目指した新領域創生―」の一環として

「カンボジアにおける中世遺跡と日本人町

の研究」を行っている。

今回の研究においては、カンボジアにお

ける中世遺跡、わけてもプノンペンとピニ

ャールーの2カ 所にあったとされる日本人

町を対象とし、カンボジアにおける中世遺

跡との関連を明らかにするとともに、当該

期の日本人町について、日本出土遺物と関

連する遺物の出土を元に、その生産流通閲

係を考察する。一方で、カンボジアにおけ

る中陛期の調査研究のために、クメール陶

器の窯跡を調査し、クメール陶器の編年研

究を推進する。

平成16年 度は6月 に日本人町の踏査を行

い、次年度以降の本格的調査の実施地域を

特定した。12月 にはソサイ窯跡群の現地踏

査と地形測量をおこない、9号から12号 ま

での4基 の窯跡について地形図を作成した。

この予備調査を受けて2月 には第1次発掘調

査を行い、窯本体の窯壁の位置を特定する

ことができた。合わせて大谷女子大学広岡

先生による考古地磁気学サンプルの採集も

行うことができた。

シンポジウムとしては6月 26日 (土 )に

奈良県新公会堂において「東南アジア日本

人町の研究」と題するシンポジウムを行っ

た。3月 5日 には大阪国際交流センターにお

いて「クメール陶器の新見解」と題する回

際シンポジウムを行った。

◆遺跡の整備活用の現状と問題点に関する

事例的国際比較研究

代表者・内田和伸 特定領域研究(2)新規

平成16年度は、①国内の遺跡に関する文

献資料の収集、②平城宮における宮廷儀礼

の復興に関する基礎的研究、③韓国の遺跡

の保存・活用に関する資料の収集と翻訳、

④ ドイツの トリアーにおける遺跡の保存と

整備に関する現地調査を行った。特に②で

は、平城宮大極殿南門で行われた「射礼J

という儀礼を復原的に考察し、現代市民社

会の中で活用して行くにはどのような方法

があるかを検討 。提示した。④では、遺跡

の活用が観光資源となっている点で参考に

なる事例であった。

◆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・渡違晃宏 基盤研究 (S)  継続

a文字画像データベースの開発、 b文字

画像鮮明化のためのシステムの開発、 c木
簡解読のための支援データベース群の構

築、 d文字自動認識システム (OCR)の
開発の4項 目について、継続 して研究 。開

発を進めている。今年度はaと dに ついて

特に大きな成果を得た。

まず aについては、木簡の文字画像デー

タベース「木簡字典」のWEB公 開を行っ

た (2005年 2月 8日 奈文研ホームページ)。

これは文字種ごとに木簡に実際に書かれた

字体の事例を、モノクロだけでなく、カラ

ー、赤外線写真、記帳ノー トも含めた複数

の画像で紹介する画期的なシステムであ

る。従来の木簡データベースのデータを用

いてその画像の文字が用いられた文脈がわ

かるような配慮もある。公開した文字画像

は延べ約6,300文 字で、データの拡充が今後

の課題であるが、古代の文字に関する画期

的なデータベースとして好評を博している。

次にdに ついては、研究分担者の東京農

工大学の中川正樹先生の研究室における木

簡文字解読支援 システム「mokkan
shop」 の試験開発があげられる。これ

はオフラインの文字認識処理システムで、

本年度は約241字種1,270パ ターンを対象と

することができた。また、墨の部分を抽出

するための画像処理手法、及び欠損文字の

認識についても有効な文字認識システムの

開発に着手し、その有効性を確認できた。

腱::≧蹴ェ
1静■

木簡字典 トップベージ

轟 嬢 十七、

◆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4号室所在の未整理

聖教文書の調査研究であり、最終年度にあ

たる。調査対象の約125箱 の概要を紹介し、

第50函 までの分の収納聖教文書の日録と今

回の調査で発見した資料の紹介および研究

を収録した報告書を取りまとめた。

木簡字典検索結果画面
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◆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一特に豚、馬、牛に

ついて

代表者・松井 章 基盤研究 (A)(1)継続

平成16年度は、東アジアの研究者と情報

収集と共同研究の体制作 りを行った。具体

的には、松井が1月 に中国浙江省文物考古

研究所、2月 に台湾中央科学院、3月 に韓回

慶南考古学研究所および忠南大学を訪問

し、発掘参加および研究体制を作り上げた。

共同研究はDNA分析、炭素・窒素安定同位

徳食性分析、AMS年代測定、古文献、動物

考古学の研究者が参加し、平成17年 度より、

現地での発掘参加と資料収集を実施する予

定である。

台南地区出土動物遺存体の調査

◆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

三燕時代の墳墓から出上した鞍金具・帯

金具について調査した結果、日本の金銅製

品にも認められる金薄板を用いる技法を確

認するとともに、鞍金具に遺存する鞍橋本

部の観察から、中国、韓国、日本で同じ作

り方をするものが存在することが明らかに

なった。こうした事実は、日本の渡来系遣

物の製作技術が、それらと同一の系譜関係

にあることを示している。

◆古代中国の石窟・墓室等塑像・壁画の

材質・構造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

中国・呼和治特市博物館において、顕微

鏡観察、分光測色計による色彩調査、モバ

イル型蛍光X線元素分析装置および携帯型

レーザーラマン分光分析装置による顔料調

査を行ない、材料および製作技法に関する

有用な情報を得、劣化状態および保存環境

についての知見を得た。また美岱召では壁

画の現地調査を実施し、壁画製作時に彩色

の指定を施したと考えられる墨書の痕跡を

新たに発見した。

◆GISを用いた古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

本年度は基礎データの収集、修正とモデ

ル箇所における流路分析の検討を主におこ

なった。1/1ooo地 形データについては、入

力方法などの詳細を再検討しながら進めて

いる。新たに開発されたペンデバイスの活

用などの方向性を明確化し、効率的な位置

情報取得の検討と実践を進めている所であ

る。来年度刊行予定の条坊地図の成果の基

本図として使用できるように整備を進めた

い。

◆東アジア古代都城の苑地 に関する総

合的研究

代表者・金子裕之 基盤研究 (A)(2)新規

平成16年度は、後世に大きな影響を及ぼ

した決代苑地、すなわち、広大な上林苑や

漢長安城にあった太液池などについての資

料収集とその検討等を行い、地形判読用の

衛星写真を購入し、現地調査を実施した。

文献調査は、漢代の庭園に関する学術論文

の邦訳、新羅の苑地に関する文献史料収集、

日本古代の庭園に関する基本的文献史料抄

録作業、発掘された庭園遺構関連の資料を

収集した。また、『文送』等に見える上林

苑の文学的表現と実態についての検討をお

こなった。

◆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)継続

昨年度作製した携帯型装置を用いて、標

準試料の基礎データを蓄積するとともに、

鳥取県、北海道、中国内モンゴル自治区な

どにおいて現地における分析をおこなっ

た。移動させることが困難な遺物に対して、

携帯型のレーザーラマン分光分析装置によ

る材質分析が可能となったことには大きな

意義がある。また,装置の問題点を検討し、

より可搬性を高めた装置への改善をおこな

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)継続

本年度は、国府・郡衛・城柵・居宅・官

衡関連遺跡などの建物遺構について、基本

的属性約120項 目のデータ収集をおこない、

約2000件 のデータベース化を進めると共

に、特殊な平面形や向きをとる柱掘 りかた

の分布に注目し、共通した造営技術を採用

した官衛間の繋がりや集落の建物造営技術

との関係について検討を加えた。

◆富本銭と和同開琢の系譜をめぐる比較研究

代表者・松村恵司 基盤研究 (B)(2)新 規

前年度申請により研究の再構築が認めら

れた本年度は、わが国最古の貨幣をめぐる

江戸時代以来の研究史を整理し、古和同天

武朝創鋳説が登場 した時代的背景や、和同

開弥和銅元年発行説との論争の経緯、和同

開弥を最古の銭貨とする通説の形成過程を

明らかにし、層日本初期貨幣研究文献目録

(稿 )』 を刊行した。また初期貨幣研究上の

長らくの懸案課題であった「和同開弥」の

銭文の意味や出典を明らかにすることがで

きた。

◆苗代日・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 (CX2)継続

本研究では、東アジアにおける古代のガ

ラス生産技術を統一的に理解することを目

的とする。日本では古墳時代以降、韓国で

は三国時代以降に時代を限定し、ガラス製

品とガラス生産関係資料及びガラス生産と

密接に関連する鉛釉陶器関係出土資料を合

わせて集成し、総括的な検討を行った。さ

らに、鉛釉陶器の国産化の時期や普及率を

明らかにするために、硯についての集成検

討を行った。

◆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

四天王寺住人瓦大工と播州英賀住人瓦大

工のヘラ書き銘を残す瓦について検討を加

えた。四天王寺住人瓦大工は安土城の造瓦

にたずさわったが、豊臣政権下では飛躍的

な足跡を残さず、徳川政権の確立とともに

急速に生産組織を拡大したのが寺嶋氏であ

ること、また豊臣政権下では播州英賀住人

瓦人工が飛躍的な活動を始めたことを明ら

かにした①



◆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)継続

本年度は、大阪府久宝寺遺跡、加美遺跡、

萱振遺跡、奈良県城島遺跡、兵庫県尾崎遺

跡、小神辻の堂遺跡、清水遺跡、北山遺跡、

徳島県芝遺跡、福岡県博多遺跡群、大分県

安国寺遺跡、守岡遺跡、等出土土器の調査

を実施した。特に、近年明らかになった庄

内形甕の地方類型に関して、播磨型、筑前

型の典型資料を観察し、河内型、大和型と

の関係について検討した。また、胎土分析

関係文献の収集を実施した。口頭発表「形

態からみた小型丸底土器の地域性」 (考 古

学研究会関西例会第131回 研究会)。

◆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)継続

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上器のタタキ技

法の波及経路を特定しようとする試みであ

る。本年度は、日本列島内で土器の観察・

研究者との意見交換、さらに中華人民共和

国で上器の観察・研究者との意見交換を行

なった。このうち後者については8月 に山

東省章丘市において中国社会科学院考古研

究所、山東省考古研究所等が主催した漢代

考古与漢代文化国際学術研討会に参加 し、

タタキ技法に関する成果発表を行なった。

それともに山東省青島市、放南市で土器を

観察した。これらによってあらためて韓半

島の松菊里式土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

生んだとする推論の正しさを確認した。

◆古代の宮殿および官衝の占地に関する

復元的研究

代表者・小澤 毅 基盤研究 (C)(2)新規

本研究は、近年の考古学的調査の進展を承

けて、 7世紀以前の宮殿の所在を具体的に推

定し、占地上の通有の特徴ならびに時代や地

域による変化を把握することを目的としてい

る。初年度にあたる本年度は、所在の判明し

ている7世紀の宮殿を対象に、占地に関わる

属性を整理し、関連史料と考古学的データを

収集するとともに、実地踏査をおこなった。

◆古代冶金工房の基礎的構造に関する考古

学的研究

代表者・小池伸彦 基盤研究(C)(2)新規

本研究は、古墳時代から古代の冶金工房

の比較検討を通じて、冶金工房の系譜を辿

り、律令体制確立期における大型官営工房

の成立と、その後の展開の具体的様相に迫

ろうとするものである。4年 計画で、本年

度は飛鳥池遺跡や鹿の子 C遺跡等の大型官

営工房の資料収集・分析を行うとともに、

寺院や都城・地方官衡跡あるいは集落跡等

に伴う小型工房の資料を収集した。

◆束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)新規

主として騎兵装備を中心に、戦いの装備

としての防禦具という観点から、日本列島、

韓半島、中国東北地方における装備を比較

検討した。日本列島においては、弥生時代

以降の防禦具が、弓失をはじめとする攻撃

用武器の変遷と密接に関連しており、その

結果、外来の影響を受けつつも、中国や韓

半島とは異なった状況を示していると考え

られるにいたった。

◆金工技術から見た倭王権と古代東アジア

代表者・高橋克壽 基盤研究 (C)(2)新規

倭及び朝鮮半島三国における金工技術の

大きな転換点が6陛紀前半にある。日本で

はその直前の段階に51世 紀に展開した金工

技術とは異なる新たな技術で作られた製品

がまとまって認められることが明らかにな

った。それは、割リピンでガラス玉を取 り

付けたり、波状列点文の蹴 り彫りや透かし

で装飾したりする金銅製品に代表されるも

のである。その代表的な製品である福井県

十善の森古墳の出土品を再検討した結果、

それは飾履を含んでおり、透かしと蹴 り彫

り文様の系譜は5世紀代の百済出土品に辿

れる可能性が出てきた。

◆住宅系伝統的建造物の保存修復と居住環

境整備手法の研究

代表者・島田敏男 基盤研究(CX2)新規

本研究は、伝統的な建造物を保存し、か

つ普通に居住するための方策を研究するも

のである。本年度は、保存制度の運用実態

の検討、居住者へのヒアリング調査、修理

改造事例の収集をおこない、伝統的な建造

物に住むことの実態を明確にした。今後、

これら調査・検討を通して、保存の目的や

制度に則した4歩理・改造のガイドラインを

検討する。

◆マイクロフォーカス胤 CTを用いた木造文

化財の非破壊年輪計測に関する基礎的研究

代表者 。大河内隆之  若手研究ω  新規

本装置を用いて計測対象材の高解像度の

年輪断層画像を連続的に撮影して年輪計測

用の画像を再構成する技術を確立するとと

もに、年輪断層画像からコンピュータ上で

年輪幅を画像計測するコンピュータソフト

を開発した。さらに、木彫像を対象試料と

して非破壊年代測定実験を行い、年輪年代

を確定することに成功した。今後、多くの

木造文化財への応用が可能であることを確

認した。なお、本研究中に開発した技術部

分については特許出願を行った。

マイクロフォーカスXttCT装 置の外観

マイクロフオーカネXttCT装置による撮影風景
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◆古代中世文書の機能論的検討に基づく

文書行政研究

代表者・吉川 聡  若手研究 (B)継 続

今年度が科研の最終年度である。そこで、

2004年 度日本史研究会の大会報告におい

て、本科研テーマのまとめとなる報告を行

なった (古代史都会共同研究報告。その後

『日本史研究」510号 に掲載)。 報告とその

過程では、古代の文書主義とその変容の様

相を考察した。計会帳制度・現存古文書の

伝達経路を検討することにより、古代中世

における文書の機能をより深 く把握できた

と考えている。

◆吉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  若手研究 (B)継続

最終年度にあたり、駅得したデータの整

理と資料の実見をおこなった。中・四国地

域の古墳時代後期～平安時代に出上した遺

跡の抽出と、データの入力をおこない、デ

ータベース化を進めている。これに併行し

て、実資料の観察を各調査機関においてお

こなった。この結果、宮都の上器の模倣行

為は地域単位で発現する要素が異なること

が明らかとなった。この成果を基礎として

今後生産や使用の実態について研究を進め

たい。

◆弥生・古境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  若手研究(B)継 続

研究最終年度の今年度は、古墳時代前期

の刀剣を中心に資料調査を行い、弥生時代

の刀の把、素環刀に関する検討結果を論文

にまとめた。また、3年 間の研究成果をも

とに報告書を作成した。当初の予測通り、

刀剣の把に着日した時代区分、国家形成に

鉄が果たした役割まで考察を進めることが

できた。今後は古墳時代中期以降の資料、

朝鮮半島や中国の資料との比較研究を進め

る課題が残された。

◆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  若手研究(B) 継続

本研究は、東北地方頁岩産地帝に立地す

る旧石器時代遣跡と、それ以外の地域の遺

跡とを、石材の利用状況という観点から比

較検討することを目的とする。分析対象は、

同一の石器製作技術基盤を持つ東山系石刃

石器群である。研究最終年度の今年は、未

調査の遺跡出土資料の実見・分析をおこな

い、非頁岩産地帯における同石器群の石材

利用のあり方を概ね把握できた。その成果

については、論文発表および学会発表とい

う形で公表した。

◆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

俊務が留学した超果寺は平野部の水郷地

帯に立地し、南宋五山の各寺と異なり、同

様の立地条件は日本では得がたい。江南の

石塔や徳身木権塔の技術がもたらされてい

ないことを勘案すると、立地を含めて、朱

様式の伝播・導入は全般としてかなり選択

的におこなわれたと考えられる。北京律僧

はそのなかで、後世、禅宗様と呼ばれるよ

うになる技術・様式を伝えた媒体である。

◆フ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)継 続

本研究では、全国の7世紀木簡に関する

情報を広 く収集した上で、書風を中心に検

討をおこなっている。本年度は、7世紀木

簡の中心を占める飛鳥・藤原地域出土木簡

(飛鳥池遺跡、石神遺跡、藤原宮跡など)

を中心に整理・検討をおこない、その成果

の一部は学会で回頭発表するとともに、発

掘調査機関の報告書・概報 。紀要や木簡研

究などに執筆した。

◆中国首代青銅器の生産と流通に関する基

礎的研究

代表者 。今井晃樹  若手研究 (B)継 続

本年度は、国内での関連資料の収集とデ

ータベースづくりをおこなった。中国古代

青銅器に関するデータベースは殷から漢時

代までの青銅器出土遺跡、古代青銅器に関

する研究論文などを集成した。

中国での資料調査では、16年 10月 に上海

博物館において、関連資料の調査をおこな

い、17年 1月 には北京歴史博物館、保利博

物館、首都障物館において、関連資料の観

察、実測などの調査を実施した。

17年 2月 に金沢大学で行われた中国西周

時代の墓葬の発掘調査に関するシンポジウ

ムに出席した。

◆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)継続

本研究は、東アジア各国における歴史的

建造物保存修復の理論的側面を比較し、ア

ジア木造圏におけるその特質を抽出するこ

とを目的とする。今年度は韓国の建造物修

復を実地調査し、現場及び担当官署の関係

者への聞き取 り及び資料収集・分析をおこ

なった。その結果、韓国では、木造建造物

4歩復の根本を木材の徹底使用による構造健

全化に置き、建造物とそれを支える技術を

一体として継承しようとする認識が存する

ものと考えられた。

◆出土陶磁器の保存科学的研究一表面の光

学的物性変化と保存処理一

代表者・降幡順子  若手研究 (B)新規

釉薬の外観は陶磁器の美術的評価にも影

響を与える重要な要素の一つである。本研

究は出土陶磁器の外観に関わる、釉薬の風

化状態・光学的物性・保存修復処理材料に

関連する総合的研究である。本年度は、ベ

トナムHai Duong県 と神戸市の遺跡より出

土した陶磁器を中心に、表面の風化状態の

観察と分光反射率を測定し、また光沢度計

の測定精度向上のための基礎実験を重点的

におこなった。

◆劇場としての利用にみる寺社や史跡等

の歴史的空間の特性

代表者・中島義睛  若手研究 (B)新 規

本研究の目的は、寺社や史跡等で実施さ

れている演劇やコンサー ト等の催事につい

て、現況の把握と空間特性の分析により、

これらの催事の意義を考察することであ

る。今年度は日本全国での事例を情報収集

し傾向を明らかにした。またその結果、来

年度詳細に個別調査すべき事例が選出され

た。
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学会 。研究会等の活動 ◆日本遺跡学会

日本遺跡学会も設立から2年 目に入り、学会誌である

F遺跡学研究 第 1号』を刊行するなど、ようやく学会と

しての活動も軌道にのってきた。

2004年 11月 27・ 28日 には2004年 度大会を平城宮跡資料

館講堂において開催した (赤加者104名 )。 初日は2004年

5月 の文化財保護法改正によって新たに文化財に加えら

れた「文化的景観」に関する講演を文化庁の本中員氏に、

また同時に成立した「景観法」に関する講演を国土交通

省の籾卜野良明氏にお願いし、広く景観の問題を考える契

機とした。二日日は 6本の研究発表があった。発表は遺

跡の整備・活用の問題、都市計画との関係、一乗谷朝倉

氏遺跡における集中豪雨災害とその復旧活動、など多彩

で充実した内容であった。

3年 目にあたる2005年 度は、はじめて奈良を離れ、東

京で大会を開催することも決まった。これを期にさらに

会員を増やし、活発な活動を展開していきたい。

(高瀬要一)

◆木簡学会研究集会

2004年 12月 4・ 5日 、第26回木簡学会総会・研究集会

を平城宮跡資料館講堂において開催した (参加者165名 )。

4日 は総会のあと、馬場基「2004年 全国出土の木簡」で

全国の木簡出土情報を概観し、今岡一三 (島根県埋蔵文

化財調査センター)。 平石充 (島根県古代文化センター)

「青木遺跡の調査と木簡」、西村健司 (枚方市文化財研究

調査会)「禁野本町遺跡と出土木簡」、木村淳一 (青森市

教育委員会)「新田(1)遺跡の調査と木簡」、妹尾周三

(東広島市教育委員会)・ 佐竹昭 (広 島大学)「安芸国分

寺跡の調査と木簡」により、最近の注目すべき出土事例

について理解を深めた。 5日 はシンポジウム「中国簡蹟

研究の現状」を企画 し、廣瀬薫雄 (東 京大学大学院)

「荊州地区出土戦国楚簡」、冨谷至 (京都大学)「江陵張

奈山漢簡」、開尾史郎 (新潟大学)「長沙走馬楼三国呉簡」、

籾山明 (埼玉大学)「龍山里耶秦簡」の個別報告とコメ

ント (佐藤信 〈東京大学))に基づき、総合的なパネル

ディスカッションを行った。辺境地域出上の木簡で形作

られてきた中国木簡のイメージが大きく変わ りつつある

状況が明らかになり、朝鮮半島の木街を含めて、東アジ

アの木簡の総合的な検討が可能な時代に入ったとの感を

強 くした。なお、『木簡研究』第26号 を刊行 した (編集

◆河南省陶盗窯発掘成果に関する国際シンポジウム

河南省文物考古研究所が、2002年 、2003年 度に実施 し

た窯跡発掘調査成果に関するシンポジウムが、 5月 20日

から22日 の間、鄭州市で開催され、招聘を受けた巽淳一

郎、西口壽生が参加 した。

外国からは韓国・台湾・日本の考古学研究者・陶姿器

研究家が招聘 され、中国側からは、中国陶姿学会会員、

社会科学院考古研究所を始めとする各地の文物考古研究

所研究員、大学関係者、博物館関係者が集い、発掘成果

報告を巡って意見が交わされた。対象 となった窯跡は、

奈良文化財研究所が共同研究 している摯義市黄冶唐三彩

窯跡 と汝州市朱元張巷窯跡である。まず、この日のため

に埋め戻 さず残 していた遺跡遺構を見学 した後、討論会

が催された。議論が白熱 したのは、責冶唐三彩窯跡出土

の唐青花の評価、張巷窯は元の官窯か否かであ り、様々

な分野からの貴重な提言があった。この成果を受け、両

窯跡の発掘調査報告が近々刊行される予定ある。

(巽淳一郎)

◆埋蔵文化財写真技術研究会

2004年 7月 2～ 3日 に第16回 総会および研究会を行っ

た。

7月 2日 :総会 参加者142名 (含委任状)・ 講演 参加

者121名「デジタルカメラを知って活用する」 (力I藤武宏

氏 ,コ ニカミノルタ)

7月 3日 :講演 参加者H5名 「大英博物館で発掘 した

120年 前の天皇陵ガラス乾板写真～ウィリアム・ガウラ

ンドの業績～」 (後藤和雄氏 ;元朝 日新聞社)公開講座

参加者128名 「遺物撮影私の場合」

1日 日は、近年著 しい導入の動 きを見せているデジタ

ルカメラに関して、正 しい知識と活用法を改めて普及し

ようと企画 した講演。

2日 目の後藤氏講演は、氏が大英博物館にて収集し、

現在は陵墓として手つかずとなっている天皇陵の明治時

代のガラス乾板を、スライドとエピソー ドを交えて紹介

した。「私の場合」は撮影技術の原点を実践を交えて、

それぞれの遺物撮影にIIlす る悩みや遺物撮影の方法を公

開にて司会・指導役を奈文研井上直夫がおこない、問題
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◆条里制・古代都市研究会

2005年 3月 5日 ・ 6日 の両日、第21回 条里制・古代

都市研究会大会が、奈良文化財研究所平城宮跡資料館

講堂においておこなわれた。 5日 は、「東アジア都城研

究の最前線」をテーマに、小方登「衛星写真を利用した

ユーラシア古代都城プランの研究」、井上和人「渤海上

京龍泉府形制の再検討―平城京との関連を論 じる一」、

武田和哉「中国内家古自治区所在の契丹 〔遼〕時代都

城の概要報告」の 3本の研究報告とコメント・討論が

おこなわれ、6日 は、「古代条里と地方官行」をテーマ

に、関東の条里研究の動向、大阪府・讃良郡条里遺跡、

四日市市 。久留倍遺跡の調査成果が報告された。

(山本 崇)

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

0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企画部参事

官付平城宮跡整備事務所に対 し、施行・監理業務に関

する指導・助言をおこなった。また、文化庁か ら平城

宮跡第一次大極殿院正殿詳細設計を受託 した財団法人

文化財建造物保存技術協会に対 して、詳細設計に必要

な資料を提供するとともに、詳細設計に対する指導・

助言をおこなった。2004年 7月 17日 ～19日 に文化庁が

主催 した一般公開に協力 した。

2005年 3月 現在で初重天丼の組立までが完了 した。

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・研究を行い、平城宮跡に

おいて建物を復原するために必要な資料を収集検討す

るとともに、管理・運営・活用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鴫尾・瓦・棒等に関する復原研究、②

飾 り金具等の復原研究、③彩色に関する復原研究、④

大極殿院地区の活用のための調査研究、⑤大極殿に関

する文献資料の調査研究である。各項目ともに、研究

会の開催や試作等をおこないながら検討を進め、文化

庁にその成果報告をおこなった。

①では瓦の成形技術と燻 し技術の検討、②では飾 り金

具の材質と成形技法の検討、③では小壁彩色にともな

う壁仕上と彩色画題の検討、④では管理・運営体制の

あり方と活用のガイドラインの検討、⑤では資料の整

理・公開を主としておこなった。

●特別史跡高松塚首墳の調査

「国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策」の検討に伴 う

文化庁の委託事業。調査 目的は、墳丘の現況が壁画の

保存環境に及ぼす影響の解明にあ り、2004年 10月 1日

か ら2005年 3月 31日 まで、奈良県立橿原考古学研究所、

明 日香村教育委員会 と共同で調査 を実施 した。発掘調

査を実施するにあた り、 日照や降雨が壁画保存に影響

を与えぬよう、南北 17.7m、 東西26.4m、 高さ11.8mの

仮設覆屋を建設 し、その内部で調査をおこなった。

調査の結果、古墳が二段築成の円墳で、墳裾に周溝

がめ ぐり、墳丘の下段が径23m、 上段が径18mの 規模

をもつ ことが判明 した。 また版築層か ら藤原宮期の土

器が出土 し、古墳の築造時期を推定する有力な手がか

りが得 られた。墳丘は12世 紀後半以降に大 きく改変さ

れてお り、枯死 した墳頂部のモチノキや、古墳が築造

された丘陵地山の土質構造、古墳 の埋没状況などが、

壁画の保存環境 に複合的に影響 を及ぼ している可能性

が明 らかになった。さらに墳丘の断ち割 り調査で、地

害Jれや断層などが発見 され、後世の大規模地震が墳丘

や石棒【に損傷 を与えている可能性が高 まった。 2月 27

日に開催 した現地説明会にはヽ2,160名 の見学者が訪れ

た。

第一次大種殿正殿 (2004年 3月撮影)東から
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0キ トラ古墳の調査

石室内の発掘調査 を実施 し、古墳の年代や被葬者に

直結する資料をえた。石室内は盗掘により徹底的に攪

乱 され、木棺、人骨、副葬品とも原位置をとどめなか

つた。漆塗木棺片を主体 とする遺物堆積層は、約20×

25cmの ブロックに切 りわけて石室外へ搬出 した。この

作業過程で人骨、歯、玉類、棺金具を検出 した。調査

の各段階で銀塩お よびデジタル写真撮影 をお こない、

さらに発掘終了後、石室内部の計測 と、フォ トマ ップ

の追加撮影 を実施 した。持ち帰った石室内堆積土はX
線 をかけて、遺物の所在を確認 しつつ、慎重 に調査 し

てお り微細遺物をもれなく検出することに成功 した。

金象嵌刀装具

琥珀玉とガラス粟玉

発掘調査現地説明会

◆2004年6月 5日 (土 )

平城第3フ0次 (平城宮東区朝集殿院)発掘調査

平城宮跡発掘調査部考古第二調査室   林  正憲

参加者 :610名 調査面積:1030∬

◆2004年7月 24日 (土 )

飛鳥藤原第135次 (キ トラ古墳石室)発掘調査報告会

飛烏藤原宮跡発掘調査部遺構調査室   花谷  浩

奈良県立橿原考古学研究所

明日香村教育委員会

参加者:1130名

◆2004年9月 23日 (祝 )

飛鳥藤原第134次 (石神遺跡第 1フ次)発掘調査

飛烏藤原宮跡発掘調査部考古第二調査室

参加者:6Ъ名    調査面積:654浦

◆2004年9月 25日 (上 )

平城第374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

参加者:651名     調査面積:590∬

◆2004年 12月 11日 (土 )

平城第3フ 6次 (中央区朝堂院)発掘調査

平城宮跡発掘調査部遺構調査室

宮原 晋一

相原 嘉之

金田 明大

大 林

清永 洋平

参加者 :あ2名 調査面積 :1700浦

◆2005年 2月 22日 (火 )

飛鳥藤原第133-12次 (サ II原寺)発掘調査見学会

飛鳥藤原宮跡発掘調査部

参加者:6CXl名     調査面積■Clllln

◆2005年 2月 27日 (日 )

飛鳥藤原第13フ次(高松塚古墳)発掘調査

飛烏藤原宮跡発掘調査部考古第二調査室 松村 忠可

奈良県立糧原考古学研究所       豊岡 卓之

参加者:2160名    調査面積:710浦

◆2005月 3月 19日 (■ )

平城第381次 (東院地区)発掘調査

平城宮跡発掘調査部考占第二調査室

参加者:1086名    調査面積:1058nl

石室床面の漆片散乱状況 (南から)



2石汗4

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、一般研究 1課程、専門研4多 10課程、特別研

修 3課程の合計14課程の研修を開催 した。研修総 日数

182日 、研4笏生総数186名 であった。

また、埋蔵文化財センター及び各研究部では、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。2004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、動物遣存体の同定、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っ

た。

京都大学大学院の教育

京都大学大学院人間・環境学研究科は改組後 2年 目

を迎え、平成16年 4月 には法人化し、新たなスター ト

を切った。

奈良文化財研究所においては 6名が、共生文明学専

攻一文化・地域環境論講座の文化遺産学分野という客

員分野に属 し指導をおこなっている。文化財調査法論

1・ 2(田辺征夫・山中敏史・窪寺茂)、 環境考古学

論 1・ 2(光谷拓実・肥塚隆保・松井章)、 文化遺産学

演習 1(田辺・山中・窪寺)、 文化遺産学演習 2(光

谷・肥塚・松井)、 講座リレー講義の文化・地域環境基

礎論 (昨年度は光谷担当)を分担 し、都城・寺院・地

方官衡・集落遺跡論、年輪年代学、保存科学、環境考

古学などの講義・演習 。実習などをおこなった。

この客員分野に所属 して指導を受けた院生は、博士

後期課程 6名、修士課程 3名である。

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教科を受け持ってい

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 (渡辺晃宏)であり、歴史考古

学は 6・ 7世紀の寺院や瓦樽の諸問題、宗教考古学で

は律令的祭祀の諸問題、歴史資料論は木簡などの出土

文字資料の諸問題を扱った。これらはいずれも飛鳥藤

原京、平城京出上の遺物や遺構を前に行う授業であり、

奈文研ならではの教育といえよう。

2004年度 日本各地の這跡 。建造物等に関する指導・協カー覧 (委員の委嘱を受けているもの)

(青森) 三内丸山造跡 是川縄文の里         (大 阪) 堺市史跡土塔 今城塚古墳        |(岡 山) 鬼城山 万宮東大寺瓦窯跡 注山市景観整備

(岩手)志 波城跡 平泉遺跡辞            1     高井田横穴線刻壁画           1     刹風古窯跡群 腸I奇貝塚 当乍lFR分寺跡

(宮城) 多賀城跡 亘型町三十三間堂宙苛遺跡     (兵厚) 落地飯坂遺跡 赤穂城跡 篠山城跡    |(山口) 大内氏追跡 ド関市史跡

(福島)宮 畑遺跡                 1     法隆寺領播磨国殉研
=尤

跡 大中進跡    |(徳鳥) 脇町市街地景観鞠前

(栃木)下 野口分寺跡 馬屋久保遺跡         1     恭すり山占墳 姫路城跡         |(合 川) 宗古瓦窯跡 九亀城跡 快天山古墳 屋嶋城跡

(秦成)結 朔充寺跡              |(奈 良)1酎生活造跡 大乗院庭図 藤ノ木tlll   l    守:多津lll日 ‖丁内

(新潟)和 島村ノЮIJF淋討所遺跡            |     キトラ占墳劇辺地区           |(愛 媛) 宇和島城跡 久米宙行遺跡群

(福井)小 松瀞佼ケ瀬 翔時台場跡          1     福原市伝統的建造物群保存地区      |(福 岡) 大学府史跡 下高橋官術遺跡 湘触 釘助〔

(岐●  長塚古墳 弥助寺遣跡群           1     高獨須学貰 尼寺廃寺跡 唐招提寺金上  |(佐賀) 肥前国府跡 名護E城跡並びに陣跡

恵OFj市伝統的建造物群保存地区        1     大宇陀町伝統的建造物保
'存
地区      1     天狗谷窯跡 史趾用 II内鍋島窯跡 束名追拗(洋

(静岡)新 居関跡 登呂遺跡 興回寺城跡 長浜城跡  (和歌山)本R来寺庭園               |(長 崎) 原の辻遺跡 矢立山占墳

(憂知)正 法寺古墳 (′時取) 青谷上寺地遺動ヽ 妻木晩田遺跡      |(人 分) 安国寺集落遺跡

(三二)上 野城跡 二重県近十断旧風建築 鳥取県近イ好日風建築 伯畜■代の丘    |(宮崎) 生に1占墳糾

(滋賀) 近江固庁跡 安二Ⅲ功勘t            (島 根) 石兄銀山遺跡 田和山遇肋  ヽ'障動究

(京判り 恭仁宮跡 仁和寺 井手町内遺跡       1     山城独阿帥 院跡

京丹後市史跡 志解山古墳          (広 島) 府中司lll缶後国府跡
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2004年度 埋蔵文化財発掘技術者研修課程一覧

区分 課  程 実施期日 定 員 対   象 内   容 担  当 室 研修日数申込者数受講者数

一
般

研
修

一般課程

2004年
6月 15日

ど

7月 23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
術の研I歩

国際遺跡研究室 39日 12名 12名

専

研

修

写真基礎課程

2004年
5月 11日

ど

5月 21日

16名

地方公共団体の埋蔵文化財担
菫職員若しくはこれに準ずる

者で、一般研4)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
騎支脚 歩

写真資料調査室 11日 14名 14名

保存科学課程

2004年
5月 27日

?

6月 9日

16名

遺物・遺構の保存科学的な

調査法および保存修復4多理
に関する基礎知識と技術の

習得を目指す研修

彿紫脚笏身科擁 14日 12名 12名

文化財写真課程

2004年
8月 18日

ど

9月 17日

12名

埋蔵文化財の写真撮影等
に関して必要な専F目的知識
とわ題府ο剪引謝多

写真資料調査室 31日 7名 7名

古代交通
遺跡調査課程

2004年
9月 28日

?

10月 6日

16名

古代交通遺跡の調査研究
に関して必要な専門的知識
LlttЮnlf歩

鋤 司銀 紛 継 9日 10名 10名

遣跡環境調査課程

2004年
10月 14日

?

10月 29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
法を学劇研修

遺物調査技術研究室 16日 13名 13名

古代集落
遺跡調査課程

2004年
11月 30日

ど

12月 10日

16名

古代集洛遣跡の調査研究

に関して必要な専門的知識
と士妃徘声Dn4rlケ

遺跡調査技術研究室 11日 22名 20名

報告書作成課程

2005年
1月 12日

イ

1月 21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

集の基礎に関す/plulll歩

文化朗・情報研究室 10日 21名 21名

遺跡保存整備課程

20054F
l月 26日

t

2月 9日

16名
各種遺跡の保存整備・活用
に必要な専門的知識と1支術

に関す/olllll歩

保rfl狂■研究室 15日 23名 16名

陶磁器調査課程

2005年
2月 15日

?

2月 22[I

20名

近世遺跡出土日本陶磁器
の
「

ln3査研究に関して必要
な専PH的知識と技術の研
4歩

国際遺朋研究室 11名 10名

自然科学的
年代決定法課程

2005FF
2月 28日

?

3月 4日

20名
自然科学的手法による年代

測定に関する基礎的知識の

脚 多

古環境研究室 5日 7名 7名

特

月可

研

れ多

遺跡地図情報課程

2004年
11月 9日

?

11月 12日

24名

地方公共団体の埋蔵文化財
担当職貝若しくはこれに準ずる

者で、・般研修修了者又はそ
れと同程度の経験を有する者

姐蔵文化財の調査研究ヘ

のGISの 応用に関する朱礎
白敬Hi哉のlIT修

丈化瑠J青報研究室 19名 18名

遺物観察・構造
JJ査 課程

2004年
11月 17日

?

11月 19日

2044

赤外線やX線などの電磁波

を用いた遺物の観察・内部

構造調査の基礎的知識およ

び最糀 期�こ関すblllFI少

保存1舞雰∵}研究室 14名 14名

動物考古学課程

20054F
3月 10H

ど

3'11511

16名

遺跡出土の動物避存T4kllj究

に関して必要な専門的知詞と

同定技術の習得をねらうlTl歩
世物調査技術研究室 12名 12名
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3展示と公開

飛鳥資料館の展示 平城宮跡資料館の展示

◆春期特別展「飛鳥の湯屋」

2004年 4月 9日 ～5月 23日

2003年度に飛鳥藤原宮跡発掘調査部の調査によって、

川原寺北方で瓦窯や金属の工房などが発見された。特

に鉄湯釜の鋳型が良好な状態で発見された。今回の展示

ではこの湯釜の鋳造遺構を中心に、この遺構で鋳造さ

れた湯釜の姿や鋳造法などを再現釣に展示 したもので

ある。また古代の湯釜の出土例や、湯屋の復元模型な

どによって古代寺院における湯屋の存在を多角的に展

示した。

◆秋期特別展「古代の梵饉」

2004年 10月 8日 -11月 28日

飛鳥時代から奈良時代にかけての梵鐘を金属工芸史

のなかで位置づけるとともに、梵鐘の変遷を実物によ

って展示し、仏教導入期の日本における青銅製品生産

の実態を理解 していただくことをめざした。主な展示

品は、東大寺鐘楼模型、飛鳥池遺跡出土梵鐘鋳型、伝

橿原市出土梵鐘、宝亀五年銘梵鐘、中国陳太建七年名

鐘などである。

◆夏期企画展「豊山長谷寺本堂」

2004年 8月 6日 ～8月 31日

奈良県桜井市の重要文化財長谷寺本堂修理工事の完

成と調査報告書の刊行を記念して開催した。主な展示

品は慶安三年棟札、御本堂実測図、長谷寺御造営方諸

色入用銀目録、観音御仲井方丈普請覚書、長谷寺本堂

材木帳などである。

◆速報展「キトラ古墳」

2004年 7月 25日 ～8月 1日

キ トラ古墳の発掘調査終了を受けて、成果の報告会

を 7月 24日 に開催するととも、出土遺物 を速報展 とし

て展示 した。

◆奈良の都を掘る一発掘速報展平城2004-
2004年 11月 2日 -11月 30日

この展示は、平城宮跡発掘調査部が、主として2003

年から2004年 度にかけて実施 した平城宮および平城京

内の発掘調査の成果を速報展示 したものである。

平城宮ではまず中央区朝堂院の調査 (平城第367次 )

を紹介 した。この調査では、飛鳥に発 して奈良盆地を

縦断する道路のひとつである下ツ道 (最北の検出例 )

とその側溝を確認 したのをはじめ、天皇の代替わりの

儀式をおこなった大嘗宮を見出した。大嘗宮は奈良時代後

半の称徳天皇に関わると推定できることを示した。

つづいて東区朝集殿院の調査 (平城第370次 )では、

内庭部の中央部で儀式の際に旗竿を立てた柱穴列、そ

して東朝集殿の詳細調査によって得られた朝集殿院の

変遷に関する重要な知見を紹介した。

平城京では、宅地と寺院の調査の紹介が主になった。

法華寺 (平城第363・ 866次 )で は、伽藍中枢部の背後で

検出された建物の基壇外装、柱根などにより、奈良時

代に総国分尼寺とされた法華寺の威容をしのんでいた

だいた。

旧大乗院庭園の調査 (平城第374次 )で は、屈曲した

池や中島、そして魚たまりといった、種々の手法を駆

使した庭園の細部が判明したことを紹介した。

興福寺旧境内西辺の調査 (平城第371次 )では古代か

ら近世におよぶ整地の状況、礎石や溝などをご覧いた

だいた。

出土遺物の展示では、平城宮の宮殿や平城京内の寺

院建築を飾った華麗な屋根瓦、日用の食器類、絵や文

字の書かれた土器、明治時代の西洋式の土管など年代

は古代から近代におよび、観覧者の興味をひいた。

以上のように、この速報展では、現地説明会以後の

成果を盛りこんで紹介し、平城宮・平城京の多様な姿

を理解して頂けるように努めた。
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解説ボランティア事業

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 から実施して

ヤヽる。

2005年 4月 1日現在120名 (1期生53名、 2期生23名、

3期生44名 )の解説ボランティアが登録、 1日 当り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。

2004年度は、延べ 7万 3千有余名を解説、各人概ね

月 2～ 3日 の活動状況である。この解説ボランテイア

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。

2004年度 平城富跡解説ボランティア活動状況

ア
数

力
者

力
動

ボ
活

解 説 の べ 人 数

団  体
個  人 計

学  生 一  般

2,819 23.931 14,976 34,640 73,547

図書資料・データベースの公開

図書資料室では、歴史・考古学分野を中心とした文

化財資料のナショナルセンターとなるべ く、図書資料

・写真資料を収集している。所外の研究者および一般

の利用者へは、一般公開施設として図書資料室を公開

図書・写真資料 (2005年3月 3¬ 日現在)

図書 :238,531冊

し、閲覧等の利用が可能となっている。蔵書検索に関

しても一般的な図書館と同様インターネット経由で検

索可能である。

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の作成を継続的

に実施 してお り、そのほとんどをインターネット経由

で公開している。

データベースー覧

木簡データベース

墨書土器集成図録データベース

軒瓦データベース

発掘庭園データベース(和文。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

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

木簡画像データベース【木簡字典】

単位 :冊

区 分 種  別 購 入 寄  贈 計

2004年度

和漢書 1,500 6.138 7,638

洋書

累計

和漢書 73,036 155,336 228,372

洋 書 6,517 3,462 10,159
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4その他

刊行物

奈良文化財研究所学報

第 1冊 仏師運慶の研究 (1954)

第 2冊 4多学院離宮の復原的研究 (1954)

第 3冊 文化史論叢 (1955)

第 4冊 奈良時代僧房の研究 (1956)

第 5冊 飛鳥寺発掘調査報告 (1957)

第 6冊 中世庭園文化史 (1958)

第 7冊 興福寺食堂発掘調査報告 (1958)

第 8冊 文化財論叢 I(1959)

第 9冊 ナH原寺発掘調査報告 (1959)

第10冊 平城宮跡第一次・伝飛鳥板蓋宮跡発掘

調査報告 (1960)

第11冊 院の御所と御堂 ―院家建築の研究―(1961)

第12冊 巧匠阿弥陀仏快慶 (1962)

第13冊 寝殿造系庭園の立地的考察 (1962)

第14冊 唐招提寺蔵「レース」と「金亀舎利塔」に関する

研究 (1962)

第15冊 平城宮発掘調査報告Ⅱ

官衡地域の調査 (1962)

第16冊 平城宮発掘調査報告Ш

内裏地域の調査 (1963)

第17冊 平城宮発掘調査報告Ⅳ

官衡地域の調査 (1965)

第18冊 珂ヽ堀遠州の作事 (1965)

第19冊 藤原氏の氏家とその院家 (1967)

第20冊 名物烈の成立 (1969)

第21冊 研究論集 I(1971)

第22冊 研究論集Ⅱ(1973)

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24冊 高山一町並調査報告―(1974)

第25冊 平城京左京三条二坊 (1975)

第26冊 平城宮発掘調査報告Ⅶ

内裏北外郭の調査 (1975)

第27冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告 I(1975)

第28冊 研究論集Ⅲ(1975)

第29冊 木曽奈良井 ―町並調査報告―(1975)

第30冊 五條一町並調査の記録一(1976)

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)

4その他

第33冊 イタリア中部の一山岳集落における民家調査

幸R宅子(1977)

第34冊

第35冊

第36冊

第37冊

第38冊

第39冊

第40冊

平城宮発掘調査報告Ⅸ

宮城門 。大垣の調査 (1977)

研究論集V(1978)

平城宮整備調査報告 I(1978)

飛鳥 。藤原宮発掘調査報告Ⅲ(1979)

研究論集Ⅵ (1979)

平城宮発掘調査報告 X

古墳時代 I(1980)

平城宮発掘調査報告 XI

第一次大極殿地域の調査 (1981)

第41冊 研究論集Ⅶ (1984)

第42冊 平城宮発掘調査報告 XⅡ

馬寮地域の調査 (1984)

第43冊 日本における近世民家 (農家)の系統的発展

(1984)

第44冊 平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告 (1985)

第45冊 薬師寺発掘調査報告 (1986)

第46冊 平城京右京人条一坊十三・十四坪発掘

調査報告書 (1988)

第47冊 研究論集Ⅷ (1988)

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49冊 研究論集Ⅸ (1990)

第50冊 平城宮跡発掘調査報告書 XⅢ

内裏の調査Ⅱ(1990)

第51冊 平城宮跡発掘調査報告書XⅣ

平城宮第二次大極殿院の調査 (1992)

第52冊 西隆寺発掘調査報告書 (1992)

第53冊 平城宮朱雀門の復原的研究 (1993)

第54冊 平城京左京二条二坊 。三条二坊 一長屋王邸・

藤原麻呂邸一発掘調査報告 (1994)

第55冊 飛`島
・藤原宮発掘調査報告Ⅳ

―飛鳥水落遺跡の調査―(1994)

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57冊 日本の信仰遺跡 (1998)

第58冊 研究論集 X(1999)

第59冊 中世瓦の研究 (1999)

第60冊 研究論集 XI(1999)

第61冊 研究論集 XⅡ (2000)

第62冊 史跡頭塔発掘調査報告 (2000)
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4その他

第63冊 山田寺発掘調査報告 (2001)

第64冊 研究論集 XⅢ (2001)

第65冊 文化財論叢Ⅲ 奈良文化財研究所

創立五十周年記念論文集 (2002)

第66冊 研究論集XⅣ (2002)

第67冊 平城京左京二条二坊十四坪発掘調査報告

旧石器時代編 [法華寺南遺跡](2002)

第68冊 吉備池廃寺発掘調査報告

百済大寺跡の調査 (2002)

第69冊 平城宮発掘調査報告XV
東院庭園地区の調査 (2002)

第70冊 平城宮発掘調査報告XⅥ

兵部省地区の調査 (2004)

第71冊 飛鳥池遺跡発掘調査報告 (2004)

第72冊 奈良山発掘調査報告 I

石のカラト古墳・音乗谷古墳の調査 (2004)

第73冊 タニ窯跡A6号窯跡発掘調査報告書 (2004)

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

(平城宮発掘調査報告V)(1966)

別冊 平城宮木簡 1 解説

(平城宮発掘調査報告V)(1969)

第 6冊 仁和寺史料 寺誌編 2(1967)

第 7冊 唐招提寺史料 I(1970)

第 8冊 平城宮木簡 2 図版

(平城宮発掘調査報告Ⅷ)(1974)

別冊 平城宮木簡 2 解説

(平城宮発掘調査報告Ⅷ)(1975)

第 9冊 日本美術院彫刻等修理記録 I(1974)

第10冊 日本美術院彫刻等4笏理記録 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 日本美術院彫刻等修理記録Ⅳ (1977)

第14冊 日本美術院彫刻等修理記録 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)

東大寺文書目録第 2巻 (1979)

日本美術院彫刻等4笏理記録Ⅶ (1980)

東大寺文書 目録第 3巻 (1980)

七大寺巡礼私記 (1981)

東大寺文書目録第 4巻 (1981)

東大寺文書目録第 5巻 (1982)

平城宮出土墨書土器集成 I(1982)

東大寺文書目録第 6巻 (1983)

木器集成図録一近畿古代編―(1984)

平城宮木簡 4 図版・解説 (1985)

興福寺典籍文書目録第 1巻 (1985)

山内清男考古資料 I(1988)

平城宮出土墨書土器集成Ⅱ(1988)

山内清男考古資料 2(1989)

山内清男考古資料 3(1991)

山内清男考古資料 4(1991)

山内清男考古資料 5(1991)

木器集成図録一近畿原始編―(1992)

梵鐘実測図集成 (上 )(1992)

梵鐘実測図集成 (下 )(1993)

山内清男考古資料 6(1993)

山田寺出土建築部材集成 (1994)

平城京木簡 1(1994)

平城宮木簡 5(1995)

山内清男考古資料 7(1995)

興福寺典籍文書目録第 2巻 (1995)

北浦定政関係資料 (1996)

山内清男考古資料 8(1996)

北魏洛陽永寧寺 (1997)

発掘庭園資料 (1997)

山内清男考古資料 9(1997)

山内清男考古資料10(1998)

山内清男考古資料11(1999)

地域文化財の保存修復 考え方と方法 (1999)

平城京木簡 2 長屋王家木簡 2(2000)

山内清男考古資料12(2000)

法隆寺古絵図集 (2001)

法隆寺考古資料 (2001)

日中古代都城図録 (2002)

山内清男考古資料13(2002)

平城宮出土墨書土器集成Ш (2002)

平城京条坊総合地図 (2002)

撃義黄冶唐三彩 (2002)

第19冊

第20冊

第21冊

第22冊

第23冊

第24冊

第25冊

第26冊

第27冊

第28冊

第29冊

第30冊

第31冊

第32冊

第33冊

第34冊

第35冊

第36冊

第37冊

第38冊

第39冊

第40冊

第41冊

第42冊

第43冊

第44冊

第45冊

第46冊

第47冊

第48冊

第49冊

第50冊

第51冊

第52冊

第53冊

第54冊

第55冊

第56冊

第57冊

第58冊

第59冊

第60冊

第61冊
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第62冊 】ヒ浦定政関係資料 松の落ち葉 (2002)

第63冊 平城京木簡 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)

第69冊 平城京漆紙文書 (一 )(2004)

第70冊 山内清男考古資料15(2004)

第71冊 古代東アジアの金属製容器Ⅱ

朝鮮 。日本編 (2004)

第72冊 畿内産土師器集成西日本編 (2004)

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)

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 日本古代の島尾 (1980)

第 8冊 山田寺展 (1981)

第 9冊 高松塚拾年 (1982)

第10冊 渡来人の寺一桧隈寺と坂田寺―(1983)

第11冊 飛`島
の水時計 (1983)

第12冊 月ヽ建築の世界一埴輸から瓦塔まで―(1983)

第13冊 藤原一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`島寺 (1985)

第16冊 飛鳥の石造物 (1986)

第17冊 高葉乃衣食住 (1987)

4その他

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`烏 (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)

第41冊 飛鳥の湯屋 (2003)

第42冊 古代の梵鐘 (2004)

第43冊 飛鳥の奥津城

―キ トラ・カラト・マルコ・高松塚 (2004)

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 大官大寺一飛鳥最大の寺―(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)
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4その他

その他の刊行物 (2004年度)

奈良文化財研究所紀要2004

奈文研ニュースNo。 13

奈文研ニュースNo.14

奈文研ニュースNo,15

奈文研ニュースNo。 16

埋蔵文化財ニュース118

(マ イクロフォーカスXttC T装置を用いた木造建造物

の非破壊年輪年代測定 )

埋蔵文化財ニュース119

(遺跡の斜面保護―遺跡の保存工学的研究―)

埋蔵文化財ニュース120

(環境考古学 5 蔦類骨格図譜 )

埋蔵文化財ニュース121

(2003年 度埋蔵文化財関係統計資料 )

埋蔵文化財ニュース116英語版

(年輸年代法と最新画像 一古建築・木彫仏・木工品ヘ

の応用―
)

古代庭園に関する調査研究 (平成15年度)報告書

―奈良時代庭園遺構の検討―

古代瓦研究会シンポジウム記録

古代瓦研究Ⅱ一山田寺式軒瓦の成立と展開―

駅家と在地社会

木曾平沢一伝統的建造物群保存対策調査報告―

高梁市立吹屋小学校校舎調査報告書

遺跡情報交換標準の研究

研究図録 大和文華館蔵鏡目録

奈良の都を掘る一発掘速報展 平城2004-

キ トラ古墳の発掘調査

飛鳥藤原宮発掘調査出土木簡概報 (18)

重要文化財建造物現状変更説明 (1980～ 1982)本文編

重要文化財建造物現状変更説明 (1980～ 1982)図版編

重要文化財建造物現状変更説明 (1977～ 1979)本文編

重要文化財建造物現状変更説明 (1977～ 1979)図版編

国宝 。重要文化財建造物写真乾板目録 Ⅱ

(山梨県～愛知県 )

奈良文化財研究所五十年史 本文編

大極殿関係史料 (稿 )(二 )編年史料

人事異動 に0044,卜 2005,3.31)

飛鳥藤原宮跡発掘調査部遺構調査室長  花谷  浩

埋蔵文化財センター保存4笏復工学研究室長 西口 壽生

飛′鳥資料館主任研究官 加藤 真二

平城宮跡発掘調査部考古第三調査室   中川 あや

平城宮跡発掘調査部遺構調査室 粟野  隆

飛鳥藤原宮跡発掘調査部考古学第一調査室 山本 紀子

飛鳥藤原宮跡発掘調査部考古学第二調査室 金田 明大

● 2004年 4月 1日 付け

総務部長

管理部長併任

管理部管理課長

管理部管理課庶務係長

管理部業務課専門職員

管理部文化財情報課普及。資料係長

管理部文化財情報課図書'情報係長

管理部管理課会計係主任

文化遺産研究部建造物研究室長

文化庁文化財部記念物課

文化庁文化財部美術学芸課

岡山大学総務企画部長

名古屋大学総務部人事労務課長

平城宮跡発掘調査部考古第二調査室

02005年 3月 31日 付け

定年退職

定年退職

定年退職

出口小太郎

鈴木 4多二

北  幸史

石田 義則

桑原 隆佳

大田  仁

松好 克彦

窪寺  茂

清野 孝之

石橋 茂登

中川 良和

筏津 隆広

森川

金子

田辺

渡邊

京都国立近代美術館庶務課経理係長   西 外喜夫

大阪大学サイバーメデイアセンター電子図書館掛長 藤原  誠

大阪大学工学部経理課経理掛主任 石田  勇

奈良工業高等専門学校会計課施設係主任  上垣内茂樹

●2004年 4月 16日 付け

之

夫

史

裕

征

康
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予算 (予定額)

4その他

単位 :m2

単位 :千 円

予算等

土地と建物

科学研究費補助金 (2005年4月 30則詢

2004年 度 (参 考)2005年 度

文部科学省からの運営費交付金 (人件費を除く) 1,144,722 1,108,112

施設整備費 (還付消費税 ) 16,500 548,969

自己収入 (入場料等 )予 定額 14.247 14,389

計 1,175,469 1,671,470

土  地 建 物 (建面積/延面積 ) 建 築 年

本館地区 8,860,13 2,754.25/6,754.86 1964年 1ま か

平城宮跡資料館地区 ※ 10,630.53/16,149.67 19704Fほ か

飛鳥藤原宮跡発掘調査部地区 20,515.03 5,533.23/8,006.96 1988寄三ほんヽ

飛鳥資料館地区 17,092.93 2,353.84/4,381.30 1974年ほか

※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

研 究 種 目
2004年 度 (参 考)2005年 度

件 数 金  額 件 数 金  額

特定領域研究 3 17,700 3 19,200

基盤研究 (S) 1 22,490 1 20,670

基盤研究 (A) 6 48,360 4 34,450

基盤研究 (B) 3 8,200 4 11,500

基盤研究 (C) 9 8,000 8 5,800

着手研究 (A) 1 30,160 1 1,560

着手研究 (B) 10 9,000 9 7,500

特別研究員奨励費 0 O l 1,200
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4その他

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

奈良文化財研究所長

田辺征夫

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
佐藤敏明       今西康益

一 文化財情報課長 一一 課長補佐

花崎仁敬      永田裕美

一 文化財情報発信専門官
千田剛道

庶務係長 ― 係員
北 幸史  高田幸恵

会計係長 ― 会計係主任

及川 厚  松好克彦
用度係長 ― 係員
江川 正  岡田祐一

専門職員
松本正典

専門職員 (併任)

飯田信男

補佐員 大西和子/岩永恵子/新宮恵子

松森左千子

補佐員 井野由宜子/上村敬子/北川美樹

補佐員 港 悦子/永井和代/幸田恵里子

松本恵美

研修・事業係長 _研 修・事業係主任
吉田善弘     中粉義政
施設係長(併任)

今西康益
専門職員
飯田信男
専門職員
石田義則
普及・資料係長
柔原隆佳
図書・情報係長
太田 仁
専門職員
車井俊也

補佐員 勝田―明

補佐員 伊藤久美/奥村多佳子

補佐員 石川千恵子

吉岡佐和子/木寅貢志/山田昇司

覚 和也/飛田恵美子 渡言陸一郎

石側由紀子′初日藤雅士/長谷川透
竹本 晃

補佐員 大谷照子/米川まち子/江川あらた

協力調整官
岡村道雄

文化遺産研究部長
綾村 宏

翻 靴 範
王陣 糀聰γ綱

紘

平城宮跡発掘調査部長
川越俊一

飛鳥藤原富跡発掘調査部長
安田龍太郎

飛鳥資料館長 (事務取扱)

田辺征夫

。と:聾
~印血宏

埋蔵文化財センター長
毛利光俊彦
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平城宮跡発掘調査部
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investigations
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Center for Archaeological
Operations
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公開施設  Facilities Open to the Public

Facilities(Dpen to the Public

奈良地区 Nara Area

平城富跡資料館
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:OO～ 16:30(入館は16i00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 :0742‐ 30‐ 6フ 52・ 6フ56

遺構展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖

発掘調査で見つかつた遺構をその

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 Gate

朱雀大路に向かって開く甲城宮の正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。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す。

関連公開施設に関する間合せ先 :文化庁平城宮跡等管理事務所 0フ42-32-5106

藤原地区 Fttiwatt Area

飛鳥藤原宮跡発掘調査部展示室
Exhibit,on Ha‖ ,Department of Asuka/Fufiwara
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、木簡など)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/平日9:00～ 16:30(無 料)

体館日/国民の祝日・休日、年末年始、上、日

お問合わせ/飛鳥藤原宮跡発掘調査部 :0744-24-1122

飛鳥地区 Asuka Area

Asuka HistoHcal Museum

日本に仏教が伝わった6

世紀から藤原に都が移っ

た7世紀末までの歴史を

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/体館日を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16:OO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

休館日/月曜日(月 曜が祝日の際は、その翌日)、 年末年始、展示替え期PBg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

(特別展会期中は無休)

お知らせ/解説をおこなっています。(事前申込制、無料、平日のみ)

お問合わせ/飛鳥資料館 :0744-54-3561
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関連年表 Chronological TaЫ e

関連年表 ChrOnolo」 cal Table

関連年表 Chronological Table
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山 背 大 兄 皇 子 (‐ 643),Hnce VamashirO no 5e

蘇 我 入 鹿 (‐ 645)so9a no l側 ka

物 部 守 屋 (-587)MOnonobe no Monya

天 智 天 皇 (626-671)Emperor Tctti

革 壁 皇 子 (662‐ 689)PHnce Kusakabe

高 市 皇 子 (654-696)肘 ince Takecm

天 武 天 皇 (631?-686)Emperor Tenmu

長 屋 王 (684-729)Pttnce Nagaya 檀 武 天 皇 (737‐ 806)Emperor Kanmu

聖 武 天 皇 (701‐ 756)Emperor Shamu

光 明 皇 后 (701‐ 760)Empress Consort KOmyO

宇 謙・称 徳 天 皇 (718‐ 770)EmⅣ ess KOken

道 鋳 (-772)Pttest DOkyO

藤 原 仲 麻 呂 (706‐ 764)Fttmara nO Nakamaro

吉 備 真 備 (693‐ 775)附前no Mambi

鑑 真 (688-763)肘 市st ttanzhen(Gattin)

行 基 (668-749)Pnest Gyo鰤

蘇 我 馬 子 (‐ 626)sOga no umako 持 統 天 皇 (645-702)Ewpress」 К0

平城天皇 (774-324)Emperor HЫ zei

最 澄 (766-822)Prttst sdch0

空 海 (77牛 835)Pnest Kuka

藤 原 不 比 等 (659‐ 720)Fuliwara no Fuhno

山 上 憶 良 (660‐ 733)Yamanoue no Okura

大 伴 旅 人 (665-731)otomo nO TaЫ to
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大 伴 家 持 (718-785)otomo nO Yakamcchi

中 臣 鎌 足 (614‐ 669)Nakatomi no Kamata�

I曽 曼  (-653)Pnest Min
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所ttt Location

所在地 Locajon

奈 良 地 区
Nara Area

奈良文化財研究所本館
Headquarters of institute

630-35フ ア 奈良市二条田」2-9-1

Tel.0フ 42-30-6733(管 理課)Te10フ 42-30‐ 6753(文化財情報課)

Fax Oフ 42-30-6フ30(管理課)Fax 0742-30-6750(文 化財情報課)

2-9‐ 1,NIo― chO,Nara City 630-8577」 apan

ホーAページ http://www.nabunken.jp

飛鳥藤原宮跡発掘調査部
Department of Asuka/Fu∫ iwara Patace Site investigations

634-0025橿原市木之本町94-1

Te1 0744-24-1122/Fax Oフ 44-21-6390
94-1,Kinomoto― cho,Kashihara City 634-0025」 apan

飛鳥資料館
Asuka Historical Museum

634-0102奈良県高市郡明日香村奥山601
Tei 0744-54-3561/Fax 0744‐54‐3563
601,Okuyama,Asuka Vttlage,Takaichi Countyl Nara Prefecture 634-0102」 apan

iいmodett  http:〃 asuka nabunken.ip/i/

1-phOnett  http://asuka.nabunken.jp/i/
ezwvebtt   http://asuka.nabunken.jp/ez/

飛 鳥 。 藤 原 地 区
Asuka/Fu!iwara Area
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表 紙 :キ トラ古墳出土 金銅製銭座金具

石室から出土した金具のなかでも最も大型のも

のです。忍冬文を三単位つないだ形で、表面のみ

金鍍金してあります。中央に平行四辺形の孔があ

り、ここに円環を付けた釘を通して漆塗 り木棺の

外側面に固定したと考えています。直径は7.5cm。

保存処置によって、当時の輝きを取 り戻しました。

Cover:AG‖ ded Bronze Metal Fitting Recovered

from the Kitora Tomb

町 sね he latgest metal item recovered tom he

stone chmtt of dle tomb.■ isin he fom of uree

linked palmette designs,� 血 gold plating applied

only to the upper stte.A quadrilateral hole is at

he C甑吼 hrough which tt is hought a nail fltted

wih a round disc was pttsed,flxing he item to he

outer surface ofhe lacquered wooden∞ 陥 .h is 7.5

cm in diameter.Witt ma髄団 t for presewation,五

has regained tts original glitter.
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