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へい じょうとょう へい じょうきゅう

平城京と平城富

平城京 (710-784)は 、現在の奈良市と大和郡山市にまたがる古代都市です。

唐 (中 国)の長安城を手本に、大小の道路で、碁盤目状に区画しました。

平城宮は都の中央北端にあ り、

羅城門から約75メ ー トル幅 (26車線相当)の朱雀大路が通じ、

柳や挽 (え んじゅ)を植えて街路樹 としていました。

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。

奈良時代の歴史を知る上で、平城京の調査は欠かすことができません。
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The Nara Capital and Palace

The Nam capital(710-784)was an ancttnt metropolis

spanning the arcas ofthe modeコa cities ofNara and Yamatok5riyama

Designed atter the Tang Chinese capital ofChangan,

it was built、vith broad and nalToMI Streets foHning a grid

Vヽith thc Nara palacc at thc ccnter ofits northeコa end,the capital、 vas traversed

from thc Rai5mon gate to the south by Suzaku avenue,

75 meters(equivalentto 26 cal lancs)wide and lined with willow and pagoda tた es

The population is cstilnated at between 100,000 to 200,000,

and as many as 6,500 bureaucrats wcre held to work atthe Nara palace

As the total population of Japan attthe tilne is estimatcd at around 6 million,

or onc― twenticth of its rnodern level,

the Nara capital、vas tluly a grcattlnetropolis in its day

The investigation of the Nara capital site is indispensable

for kno、ving the history ofthe Nara period as a、 vhole

特別史跡 平城富跡
The Nara Palace Site,a Specal Historic Site
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研究所の役割と組織 Role and OrganizauOn Of instttute

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、

多数の古建築や古美術品があり、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。195Cl

年代に起きた平城宮跡の保存問題を契機に、平城

宮跡や藤原宮跡の本格的な発掘調査と研究を進め

てきました。これらの成果は古代都城形成に関す

る国内外の研究や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護するために当研

究所が開発した保存、修復、整備などの技術は、

全国各地や世界の遺跡、遺物に活かされています。

現在、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す。さらに、発掘調査に携わ

る地方公共団体等の埋蔵文化財担当職員や海外の

研究者を対象とした研修、国内タト機関等との共同

研究などをおこなうセンター的な役割も果たして

います。

事業内容 cuttural Hetttage Division

記録が

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

Outline of the institute

The Nara National Research hstitute for Cultural PЮ perties

is an orgatllzatlon co劇�鯛 to comprehens� e lesearch on

cultural herittge.Nara is an ancient capital,known as

“Nanto"(southern capitalJ,haVing a wedh of ancient

architecmre江遭 historical works of art;the hsitutt was

established to research hese matenals in comprehcns� e

fashion. Since the question of he Nara palace site's

preseⅣ ation Юse up in the mid 1950's,the hsitute has

advancod角狙―scale excavaion and research at bodi the卜 罷ra

andlttiwara palace sites.Ihe lesults ofthese erorts have becn

utilized bon don4eStlCa■ y andと 1俺圧迫doI重町 in teSearch and in

acadelnic exOhanges regarding tt development of ancient

capitals.

Also, techniques for preseⅣadon, reconstrucion, and

presentation,developed by he htitute for he conservation of

precious cultural propenies,have been utilized for tts and

altifacts throughout Japan and across the world.Curently,the

recoI`tructlon of the Fomer hlperial Atte Hall tt ule

Nara pttace site is undewaly,fomowing the∞ I叩l�On ofthe

Suzaku Gate.Funher,he hstimte serves as a center for tra― g

andjo� ‐sett pro8ralas targeted for foreignは 潤 邸 and

local pubhc agcncy personnel in charge of buried cultural

properties management who particゃ att in archacological

excavation.

文化遺産の

総合研究

Conducting comprehensive
cultural heritage research

古代を

いまに活かす

G�ing new“fe

to ancient remains

文化遺産

研  究
Research

発掘調査

研  究
Excavation

保 存
Conservation



奈良文化財研究所
Nara Nat onal Research insdtute for
cunuraI PrOperdes

研究所の組織 o「ganizajon of the hsthute

企画調整部

管理課
Managemnel Division

業務課
Operal ons D� is on

庶務係
General AFairs Secl on

会計係
F nance Secuon

用度係
Supphes Seclion

研修・事業係
Seminar Coord nate Secdon

施設係
Fac‖ h es SecuOn

Library and Archive Seclion

企画調整室
P anning&coord nalion Seclion

文化財情報研究室
Data&nlormadon Seclion

国際遺跡研究室
internal ona cooperalion Seclion

展示企画室
Exh b� on Seclion

写真室
Pholography Secdon

歴史研究室
H sloHca Document Sedion

建造物研究室
Alchhectural H slory secdon

景観研究室
Cuhural Landscape Secl on

遺跡整備研究室
Sile Stablizal on Seclion

考古第一研究室
Archaeology sed on l

考古第二研究室
Archaco ogy Seclion 2

考古第三研究室
Archaco ogy sectton 3

史料研究室
Hほlory seclion

遺構研究室
Archtteclural Fealure Seclion

保存修復科学研究室
Conservaton Science SecJon

環境考古学研究室
Env Юnment』 Archaedogy Seclbn

年代学研究室
Dattng SecHon

遺跡・調査技術研究室
Archaeo ogical Research Methodo ogy Seclion

学芸室
Curatotta SecHon

独立行政法人 国立文化財機構
independent Administrative institution
National institutes for Cultural Heritage

本部事務局
NaJonal institutes for Cultural

Heritage Secretariat

TNM託聘解鴇u∞m

京都国立博物館
Kyoto Natonal Museum

釣 認羽協sttm

東京文化財研究所
National  Research  institute  for
CuにuraI PrOperdes,TOkyo

奈良文化財研究所
Nara National Research institute for
CulturaI  Properties

緯輛m工せ藍航

Depanment Of PIanning 8

Coordinatton

文化遺産部
Department ol Cunural Herhage

都娩発掘調査部
Department olimpenaI Palace shes

lnNlesligal ons

埋蔵文化財センター
Centerlor Archacolog ca Operal ons

飛鳥資料館
Asuka Histottcal Museum



研究所のあゆみ

奈良文化財研究所は、文化庁の前身の文化財保

護委員会に附属する文化財の調査研究機関として

1952年 に発足しました。当初は、歴史・建造物・

美術工芸の 3研究室と庶務室とがありました。そ

の後、平城宮跡の保存が問題となったのを契機と

して1963年に平城宮跡発掘調査部が、1973年には

飛′鳥藤原宮跡発掘調査部がそれぞれ設置されまし

た。1973年には飛′鳥保存問題に関する国の施策の

一環として、19Ю年の閣議決定に基づいて飛J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蠅する方策の一

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2CDl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。さらに2CD7年 4月 には独立行政法人国立

博物館と統合し、独立行政法人国立文化財機構と

なり、奈良文化財研究所はその機関の一つとなり

ました。

History of the institute

The Nara National Research lnstitute for Cuhural

PrOperties was founded in 1952 as an auxlliary
organization of he Naional Conllnission for Protecdon of

Cultural Properties, the predecessor of the current

Agency for Cultural Affairs,win a view to conducting

research  on cultural properties. At he time of its

inception,the lnstitutt had  three  research  divisions,

specializing in history,architecture,and art,as well as a

General Affairs I)ivision.The growing necessity to

protect the Nara pttace site led to the  inception of the

D�ision of Hetto Pttace site lnvestigations in 1963.In

1973,he D� ision of he Asuka/Fttiwara Palace Site

lnvestigations、 vas established, and in 1973,the Asuka

Histoncal Museum wtt estabLshed, prompted by a Cabmet

resolution made in 1970 as part of the government's

effOns to preseⅣe the cultural propeコ直es of he Asuka

area, In order to help  meet the demand for rescue

excavations conducted by local goverlments,the Center

for Archacologica1 0perations was established in 1974 to

train local excavators and provide advices to local

auhor�es.

As part of the Japanese Government's reform

initiatives, national research institutes belonging to

government H�nistries and agencies are undergoing

reorganization,Consequently, the National Research

lnstiture for Cultural Properties, Tokyo, and the Nara

National Cultural Properties Research lnstiture were

integrated and reorganized as branches of the lndependent

Administrat� e lnstitution in Ap� 1 2001.Further,in Ap� l

2007,he Nara National Research hstitute for Cultural

Properties  became  one  unit of the  lndependent

Administtative lnsitution Nttional lnstitute for Cultural

Heritage,created through a merger、 vi■l he lndependent

Adminisrative lnstitution,National Museums.



■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/日召不日43年6月

文化庁が発足 その附属機関となる

■1970年/昭和45年4月

平城宮跡資料館を開館

■1973年/昭和48年4月

会計課 。飛鳥藤原宮跡発掘調査部・飛鳥資料館を設置

■1974年/昭和49年4月

庶務部 (庶務課・会計課)と埋蔵文化財センターを設置

■1975年/昭和50年3月

奈良県高市郡明日香村奥山に飛鳥資料館を開館

■1980年/昭和55年4月

美術工芸研究室を奈良国立博物館の仏教美術資料研究

センターに移管

■1980年/昭和55年4月

庁舎を奈良市二条町に移転

平城宮跡発掘調査部・埋蔵文化財センターを庁舎に移転統合

■1988年/昭和63年8月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原市木之本町94-1
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

■2007年/平成19年4月

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 とな

る

■Apri1 1952

The lnstitute was cstabhshcd as an auxllary organizatiOn OFthe

National CommissiOn fOr PrOtcction oF Cultural PЮ pcrtics,

with a Gcncrd Affairs Di� sion,Historical Research D� ision,

Ardhitecture Rcscarch E)ivislon,and Art Research E)ivision,at

50 1Casugano一 cho,Nara.

■July 1 954

Thc lnstitute was omcially nalncd thc Nara National Culturエ

ProPcrties Rescarch lnstitutc.

■ October 1 960

Thc OTIcc oFthe H菊 O Palace Site lnvcstigations opencd in thc

formcr Nara Palace site in Sakihigash… machi,Nara.

■Ap面11963
Thc Division Of Hci,O Palace Sitc lnvcstigations was
cstabLshcd.

■June 1968
The Agency for Cutturalッ 壁Lirs was established,with thc

lnstitutc under its control.

■Ap両11970
The Nara Palacc Sitc Muscum Opened.

■Ap面 11973 .

Thc D�ision ofAsuka/Fuiiwara Palace Site lnvcstigations and

thc Auka HistOrictt Muscum wcrc established.Thc lnstitutc's

Accounting Scction was also cstablished.

■Aptt1 1 974

Thc DcPartment of General Affairs and thc Ccnter for

ArchacOlogic工 OperatiOns、vcrc cstabished.

■March 1975
Thc Asutt HistOttca Muscum opened at Olcuyama,in thc

village Of Asuka,Nara prcfctturc.

■Ap百11980
The Art Rcscarch D� isiOn transfcrrcd tO the Rescath Ccnter

fOr Buddhist Art,ofthe Nata National Museum.

■August1 988

A ncw hcadquarters building was built for thc Division

Of Asuka/Fujiwara Palacc Sitc lnvestigations at 94-1,
Kinomoto―chO,Kashihara,Nara prcFccture.

■Ap西12001

Thc National Rcsearch lnstitute for Culturtt PrOpcrtics,Nara,

was gtantcd thc stttus ofindependcnt adttinistratlvc insitudon.

■Ap市12007
1t became the lndcpend AdHlinistrative lnstitution National

lnstitute for Cultural Heritage,Nara National Research

lnstitute for Cultural Properties,

■Ap�l1980
The lnstitute rc10catcd to N巧 ∝cho,Nara.The D� ision of

Hcijo Palacc Site lnvestigations and the Ccnter for
ArchacO10gica1 0perations wcrc intcgrated into thc lnstitutc,
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調企

企画調整部は、奈良文化財研究所がおこなう

研究にかかわる事業について総合的に企画調整

し、成果の公開活用を進めます。また、文化財

保護に関する調査研究のナシヨナルセンターと

して情報の収集 。発信などに努め、国・地方公

共団体等に対する専門的な協力・助言をおこな

うとともに共同研究を調整します。文化庁がお

こなう高松塚古墳・キ トラ古墳壁画の保存活用

事業への協力もその一例です。

これらの事業を遂行するため、以下の研究室

で業務を分担しています。

企画調整室は、地方公共団体等の職員に対す

る研修についての企画調整をおこない、地方自

治憾等がおこなう全国各地の発掘調査や文化財

保護等について援助、助言します。

文化財情報研究室は、奈良文化財研究所の情

報システムの整備充実を図るとともに、文化財

に関する情報および資料を収集・整理し、提供

します。

国際遺跡研究室は、アフガニスタン・イラク・

カンボジアといった諸外国への国際協力、国際

交流および国際研修等を企画調整・運営管理し

ます。      ′

展示企画室は、飛J島資料館、平城宮跡資料館

などの展示充実を中心に、奈良文化財研究所の

研究成果の公開普及に努めます。特に2009年度

には平城宮跡資料館の大幅なリニューアルを実

施し、遷都1300年の節目となる2010年 に再び開

館する予定です。

写真室は、文化財に関する写真の製作、管理、

新技術の開発に携わります。

Departi¬ent of PIanning and
Coordination

The Department of Plalning and Coordination is

respcJnsible for he comprehens� e pla―g and coordination

of rn航俺澪 related to research conducttd by he Nara Nattonal

Research hstitute for Cultural Properties and also promotes

pubhc udhzation of hc rcsults, In addition, it fosters he

collection and disselninaion of infomaion as a naional

center for research related b cultural propelties conservation,

and provides expert cooperation and ttvice to national and

regional public institutes while also co(xh盟 山増jontresearch

pro」ects wih them.監 cooperation揃� shed to the Agency

for Culmal ttfれぎ即 ject for preserving and utilizing the

mLlralS of the Takalnぬ uzuka and Kitora tolabs is one of he

good examples.

For the exec�onば these proJectS,the department has flve

Secions,with the fonowing duties(上 vided mong them.

The Plaming and CoordinaticJn Section is responsibに for

he plaming and coα山 盟航 of trainin8 programs h駐 回 at

employees of regiontt pubLc insimmons,and for pro� ding

support and advtt regarding archaeologた 江 excavations and

cuhurtt propeny cOnservatlon conducttd by region江

gove―ent and oher or8aruzations throughout he nation.

狂bD Data and Momation Section■ lantans and enhances

he hstitute's infomaion systcm,and gahers,mantans,and

provides data and ma牧�孤s rclated to cultural prop∝ り。

¶俺 hternationtt Cooperation Secion plans,coordinates,

operatts, and manages aspects of academic exchanges,

technical tl‐
rdining, and mtemational cooperation to foreign

countries,sЫh tt Afghanistan,Cambodia,and laq.

田確 Exhibition S∝ tion distributes he resdt of hstltu俺

research publicly ttrough the exhib� ons at he Asuka

Historical Musem and he Ntt Palace Site Museun.晩

Nara Palace Site Museuln is clott for renovation in 2CX19 and

win be re… 。pened ■■ 2010 corrmemorating he 1300h

anniversary ofhe anclent capital ofNara.

The Photography  Secion produces  and manages

pllotottpllS related to culmal prOpew.It also develops new

techology for photography.



文化遺産部

文化遺産部では、書跡資料・歴史資料、歴史的

建造物・伝統的建造物群、文化的景観、庭園、遺

跡などの文化遺産に関し、歴史研究室、建造物研

究室、景観研究室、遺跡整備研究室の4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。

歴史研究室では、典籍文書などの書跡資料や歴

史資料を調査研究しています。書跡資料では、主

要な調査対象である興福寺や薬師寺などの南都諸

大寺をはじめ、近畿地方の諸寺院での調書作成、

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、絵図や板木などについての調

査 。研究にもあたっています。

建造物研究室では、各種建築の実地調査や発掘

遺構の分析などによる建築遺産の調査研究を進め

るとともに、文化財建造物関連資料の収集整理・

公開をおこなっています。また、この成果を活か

し、各地の文化財建造物の保存修理や、平城宮跡

第一次大極殿などの建物復原に協力するほか、海

外の建築遺産保護のための調査にも協力していま

す。

景観研究室では、新たに文化財として加わった

文化的景観の諸概念などについての基礎的研究を

進めるとともに、各地における文化的景観保存の

取り組みの情報収集をおこない、また具体的な事

例の調査研究も実施し、保存計画策定など文化的

景観の保護施策に関する調査研究協力にもあたっ

ています。

遺跡整備研究室では、各種の遺跡を適切に保存

管理するための計画や整備事業について調査・研

究をおこなっています。そして、これまでの全国

各地の実績を踏まえつつ、追跡整備に関する資料

の刊行やデータベース化等により情報の普及を図

るとともに、これらの情報 。経験を活かして、地

方公共団体等が実施する遺跡整備事業の検討作業

にも協力しています。また、2008年度より景観研

究室に替わり、庭園遺構の発掘調査成果を収集整

理し、データベースとして公開を図るなど、庭園

の歴史および保存修理等に関する調査研究もおこ

なっています。

Departrrlent of Cultural Heritage

晩 Deparmeltt Of Cultural Heritage has four seciontt the

Histyictt Document,hcÅ甑 戯 倣 Л History,he Culm・ al

Landscape,and the Site Management Sections,throughout

which it condu∝ s specialized and comprehens� e research

widl regard to cultural materials such as hstoncal documents

詞 other wntten materials,historicЛ  and tradidonal buildings,

gardens and cultural landscapes, and archacological and

historical sites.

晩 ILsmcal Docunttt Secion is engaged in the rese�

of historic』  documents such as books and other 、vntten

ma俺五als,For historlcal documents,c江 江ogs and photographic

records are beng made at K6i曲 可i,Yakushiii,and Other maJor

temples in Nara and he K� 電 regicjn,and tt prolmotes the

publication of dte works.For oher wrltten matenals,ite14S

such as drawings att woodblock carving are also mvesigattd.

The いuchitecttral IIstory Secion conducts research on

無�俺ctural heritages throu8h investtations of vanous types

of extant sttuctures as well as through analyses of

archacological feattes, and ttso collects, organizes, and

publicizes materials relatcd to � 戯 m� cultural propeHy.

The results of these ttdvides are apphed to conservation and

restoration o角� 雌 ctural cultural heritages in the cotmtt and

he cooperative work for he reconsttuctionフ of the Foコ mcr

h刊膵粗江 Audience Httl at the Ntta pttacc site,ats weu as

cooperatlve research for conservation of architectural heritages

overseas.

The Cultural Landscape Secion conducts fundarnental

research on several aspects of cultural landscapes,which is a

new category ofculttdprope■)It alSO COuects and orgar4ZeS

the FeSults of conservaion acivities for cultural landscapes,

carmes out fleldworks for case study,and conducts coop9Bive

resctt contl・ibutin8 tO COnservation pdicy sutt as making a

mastt plan.

he Site Stabilizatlon Se∝ ion conduc`research on he

management system for prop∝ conservadon of a vanety of

archaeological and historic sites, It pЮ motes utthzatlon of

infomation by publictton and making database of research

matenals related to site management act� ides carmed out

throughout the counw,and ttSo lltilizes this infom�on網
experience in pЮ �ding cooperatlon to regional public

institutions cngaged in site■ lana8e14ent.It ttso carrles out

invesigatlon for the history of Japanese gardens and for

conservaion and restoratlon of the hstonc gardens.For the

purposes, it organizes and publicizes he database of

τttr(刃hとЮologica■y excavated garden sitcs.



歴史研究室 薬師寺の古文詈調査

Histor cal Document Sect oni

invesugaung Old documents at Yakush」 itemple,Nara

景観研究室 四万十川流域 (高知県)の文化的景観調査

Cu tural Landscape Section:investigating cu turallandscapes of the

Shimanto river basin

遺跡整備研究室 遺跡整備・保存修復科学合同研究集会 (2009130～ 31)

Site Stabilizat on Section:」 oint Research Session on S te
Preservation and Conservation Science(30-31,」 an 2009)

建造物研究室 重要文化財堀内家住宅 (塩尻市)の建造物調査

Arch tectural History Sect oni Architectural invest gation Of

the Horiuchi residence(Shioir c ty),a deSignated important Cultural Property
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都城発掘調査部 (平城地区)

奈良時代 (710～ 7841の天皇治世のための施設

や宮殿や、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。19M年以来、

組織的な調査を継続し、今までに130haの 平城宮

跡のほぼ制%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、12CXl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を進め

てます。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

発掘や出土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。

Departrrlent of lmperiaI Palace Sites
investigations(Hei,o)

This Dcpartmcnt is in chargc of archacological

invcstigations at thc Nara palacc sitc,whcrc facilitics wcrc

csttblishcd fOr thc cmpcЮ r tO rdc during thc Nara pciod

(710-784),a10ng With thc impcrin domidlc alld govcmmcnt

Offlccs.Sincc 1954,cOOrdinatcd invcstigations ofthc sitc havc

bccn in prOgrcss,� th cxcawation of ncarly 30%ofthc 130

hcctarc sitc bcing cOmplctcd, rcsulting in many discovcrics

important fOr thc study Of ancicnt histOr>In add� on,

cxcavation and rcscarch on tcsidcnccs of attstocrats,Iowcr

omdtts,and cOmmOncrs arc c雷 五cd Out in thc surЮ unding

Nara capit工 sitc,along with invcstigations of public markct

Placcs,tcmplcs,and Othcr sitcs,bringing to hght many
histOictt facts which havc lttn buttcd fOr ovcr 1200 ycars,

醜 watcd Portions OF thc sitc arc prcscntcd tO thc gcncr江

public in various ways which cOnvcy thc origintt appcaran∝

Of thc Nara pttacc sitc. Thcsc indudc rcconstructing thc

FOundation Platforms whcrc buildings Oncc stood, Planting

shrubs to indicatc thc pOsitions of a bullding's Pllats, or

rcconstructing thc facnitics thc.lscivcs, as in thc casc Of

Suzaku Gatc and thc East Palacc Gardcn. Thc ai=n Of

cxcavaion is to dari,thC hiStOric Pttt thrOugh thc analysis Of

artifacts and fcaturcs that sur� l・c in archaco10gical sitcs.

ArchacO10gical cxcavation and thc proccssing of grcat

vOlumcs of P� maty data obtttncd frOm andcnt sitcs at �t』

tasks which ttrtl■ crにSCarh on allcicnt hstory.

復原さllた東院庭園

Reconstructed Eastern Palace
Garden
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研究所の役割と組織 Role and Organizadon ofinsdtute
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整備の進む平城富跡 (右から整備された東院庭園 第二次大極殿基壇・復原の進む第一次大極殿正殿 )

Nara palace site,part a‖ y advanced reconstruction(righti reconstructed Eastern Palace

Carden,centerireconstructed foundation platform ofthe Latterimper al Audience Ha‖ ,lefti
the Formerlmper al Audience Ha‖ under reconstruct on)

発掘調査の進む東院地区

Excavat on ofthe Eastern Palace Area
平城宮東方官衝の木簡や檜扇が大量に捨てられていた上坑

PHin which a arge amount of wooden wndng iab ets(mOkkan)orfO ding
fans were dumped atthe eastern government offce compound area,the
Nara palace site                                           l刊

ゞ
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都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)

奈良県高市郡明日香村から橿原市にかけての

「飛′烏・藤原」地域は、わが国古代国家成立期の

歴史的な舞台であり、 6世紀末から8世紀初めに

至る間、政治 。経済・文化の中心地でした。そし

て今、この地域の地下には、宮殿や豪族の居館、

最古の本格的寺院である飛鳥寺をはじめとする寺

寺のほか、工芸品などを製作した総合工房や漏刻

(水時計)台、墳墓など、さまざまな遺跡が眠っ

ています。また、この地域の北半には、古代国家

の首都で最初の計画都市・藤原京がおかれました。

ここには天皇の住まいや国政、国家的儀式をおこ

なう殿舎などの建つ藤原宮を中心に、道路で碁盤

目状に区画された京域が方 5 km以上の範囲に広が

っていました。

当調査部では、これら遺跡の発掘調査を通じて、

古代国家の具体的な歴史像を復原すべく、学際的

な調査研究をおこなっています。その成果は、遺

跡発掘調査説明会や報告書類、藤原宮跡資料室な

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、蘇我倉山田石川麻呂によつて、

舒明13年 (641)|こ 造営が開始された。

Podium ofthe Main Ha‖ with a surrounding
pavement of rooft‖ es,Yamadadera temple site

DepartrYRent of imperiaI Palace Sites
investigations(Asuka/Fuliwara)

Thc Asuka/Fuilwara rcgion of Nara prcfccturc,cxtcnding

fl・Om the �llagc ofAsuka tO thc civ Of ttshihara,was thc

histOric sctting for thc cmcrgcncc of thc ancicnt Jttancsc

statc, and scrvcd as thc pOhtical, ccOnOnic, and culturエ

ccntcr fl・ om thc cnd Of thc sixdi to thc arst part of thc

clghth ccnturics,た cordingtt a varicty of archacOlogical

rclmains hc dOrmant bcncath thc grOund,induding ittpciエ

Palaccs and thc rcsidcnccs of chtc Famihcs, thc sitcs of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, thc oldcst

doistcrcd Buddhist tcmplc in Japan,Plus thc rcmains of

tOttbs)thc carthcn podium Of a watcr clock, and a

、vOrkshOP cOmplcx fOr thc prOductiOn craft itcms.Also,in

thc nOrthcrn httf Of this rcgion tics thc Fuiiwara capit■ ,

bunt on a rcctangular grid sprcading out avc lこ 10mctcrs on

a sidc and ccntcring on thc Ftliiwara pttacc,locatcd in thc

ccntcr ofthc capital and cOntaining thc cmpcrOr's rcsidcncc,

a10ng with halls whcrc ccrcmOnics ofstatc wcrc conductcd.

ThrOugh thc cxcavation of thcsc sitcs,intcrdisciplinary

invcstigations arc conductcd by thc Dcpart=ncnt with thc

aiin of rcconstructing a concrctc historic i=nagc of thc

ancicnt statc.In additiOn tO malcing thcsc rcsults pubhcttly

availablc th■ Ough public �cwings tt cxcavations,publicatiOn

Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main facilitヵ  thc

Dcpartmcnt is also in chargc of thc prcscrvation of thcsc

sitcs and utilizatiOn fOr thc pubLc bcncflt.

山田寺金堂・東回廊 復原図

Reconstructed plan of the eastern cloister and

main ha‖ ,Yamadadera temple
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特別史跡藤原富跡 朝堂院朝庭の調査 (南か・D)

儀式の場として使用された礫敷広場や幡遺橋を検出するとともに、藤原宮造営のために造 ら/1た 運河を発掘 した。奥に大極殿の基壇がみえる。

Fuj wvara palace s te(speCial histor c s te):Excavat on atthe court ofthe State HaH Compound(frOm the south)

The paved courtyard used for ceremony,w th the features of flagstaffs,rrlas revealed A feature of canalthat vyas excavatedイ or construct on of the palace wvas also

ascertained there To the rear can be seen the foundat on platform ofthe lmper al Audience HaH

―
i tl 連基111葉露

|〕|ニエIi工韓

.こ■

石神遺跡 2008年 度発掘調査区 (北から)

飛鳥の迎賓館、石神還跡の調査。フ世紀中頃の遺跡の東を限る施設や、その後造営された建物や塀が何回も建て替えられ、複雑に重なり合う。

Ishigann s te.excavat on in 2008(from the nOrth)

The invest gat on �vas to determine the extent Ofthe lshigann s te,wvhich served as the official guest house in Asuka Excavat on revealed

intr cately over apped archaeologicalfeatures such as the eastern slde ofthe fac ty in the middle ofthe 7th century and several bけ  dings
and wva s bu tin subsequent per ods
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埋蔵文化財センター

埋蔵文化財センターでは、埋蔵文化財の調査法

等に関する開発研究をおこなっています。

保存修復科学研究室では、遺物や遺跡の保存科

学に関する調査と研究を進めています。出土資料

の材質や構造調査から保存4妖復法にいたる実践的

な開発研究をおこなっています。また、遺跡の劣

化診断のための保存環境調査をはじめ地球科学的

手法を用いた診断調査法の開発研究をおこなって

います。

環境考古学研究室では、古環境復元に関する研

究法の確立を目指した調査と研究を進めています。

特に、動植物遺存体による古環境の復元的研究を

主体的におこなっています。また、動物骨などに

残された傷跡から使用された利器の推定や、骨角

器の未製品などから製作技法の復元的研究もおこ

なっています。

年代学研究室では、年輪年代学による考古学・

建築史学・美術史・歴史学への応用的研究を進め

ています。特に、マイクロフォーカスXttCTや、

デジタル画像技術を用いた、非破壊年輪年代測定

法を開発しています。木質文化財に限らず、埋没

樹幹などの年輪年代測定から、自然災害の発生年

代を解明する応用研究も実施しています。

遺跡・調査技術研究室では、全国の遺跡調査・

研究の質的向上と発掘作業の効率化に資するため、

文化財の調査技術や遺跡の計測・探査技術の研究

をおこなっています。特に、三次元計測技術の応

用研究を進めています。

埋蔵文化財センターでは、各研究室での研究成

果を「埋蔵文化財ニュース」として定期的に刊行

し、情報の提供をおこなっています。

Center for Archaeological
Operations

The Center for おuchaeologica1 0perations studies and

develops vanous mehods and teChnologies for archacological

nVeSt18attons.

Tlte Consα wation Science Sedion condllcts research � the

scientific conseⅣ ation of mifacts and sitcs. It develops

pracic孤 俺dmologies fol・ ma俺れd and S伽だturЛ allralyscs詞

for preserTration and ttstoration of excavattd証 仕随ds lt 7also

ilnproves methods for diagnosing thc dctcrioration of

archacological  site  by  environmcntal,  physical  and

EamhscicIItlflc techlologics.

Tle EllvronlnentハごOhacology Secion conducts rcscarch

on the rcconstrucion ofpast envroments,cspccially based on

he exalllunattons of a∝ 江 alld iaunЛ  ttmaills.It is pursuilag

resettch to ilfer,based on traces lei on boncs recovcrcd aom

archacological sites, hc tools used for proccssing hese

matenas.It also exallules unfutislled bollc alld alldcr lools ill

ol・derto reconstructthe mehod ofrnanu丘 ℃破

Tlae Dating Secion conducts research which apphes

dendl・oclaroIIology to he ields of archacology,llistoり ,alld he

hist�es of art and architecture. Especiを ■ly it is pursuing

developltnent of nondesttuctive mehod of dendrocluonology

by micro一 focus X― ray CT scanner and digital imaging

俺clanology. h addition to advancilag tlle development and

apphcaion of ttee―■ng damg for direk・ ent species of、 vooden

anifacts, from he dating of bu� ed tree trunks and other

matenals,■setth is beng conducted to clal・ itt tlle dacs of

occurrellce ofnatural disasttrs.

Al・chaeological Research Methodology Section conducts

nsearcll on tlle investigation of archaeological sites,and on

lllethods of suⅣeying and prospection, il■  ol・der tO enhancc

nationwide the quttiり of Site illvestigation and research,alld

he efficicncy of ttchaeological excavation, EspeciaⅡ y it

promotes dcvclopment of apphed technology of tlrcc―

dとncnslonal mcasurng.

Thc ttntt makcs ilfonllttion about its activittes publicけ

pubhshing hc nscarch rcsults of cach section ngularly ill he

CAO Ncws.

柳沢遺跡 (長野県)出土銅支の保存修理

Conservation and restorat on of bronze halberds excavated

from the Yanagisawa ste,Nagano prefecture
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電気探査法による遺跡の探査

An archaeological prospection by the resistivity meter

環境考吉学の研修風景

Environmental archacology training

善勝寺 (滋賀県)千手観音立像の年輪年代調査

Dendrochronological research of the Standing Thousand― armed
Kannon owned by Zensholi



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、昭和岡年に明日香村奥山に開

館した歴史系の博物館です。飛J烏時代と飛′鳥地方

を展示対象として、主に飛鳥藤原宮跡発掘調査部

(現・考卜城発掘調査部 (飛と書・藤原地区))が飛

鳥地域で実施した調査成果を中心に展示してきま

した。常設展示とともに春秋の 2回、特別展示を

開催するとともに、講演会を開いてきました。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、研究所の研究成果に基づいた展示を企画展

示として実施しています。

常設展示は第 1、 第 2展示室でおこなっていま

す。第 1展示室では飛鳥時代の歴史を知っていた

だくために、宮殿・石造物・古墳・寺院をテーマ

に、出土遺物を中心に展示しています。宮殿の展

示には飛鳥の中心部で発見された浄御原宮の出土

品や、宮殿にともなう水時計の遺跡として有名な

水落遺跡の模型などがあります。石造物では石人

像と須弥山石を展示するとともに、前庭で石造物

の模造品に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J烏寺

や川原寺からの出土品を展示しています。

第 2展示室は、出土建築部材を使用した山田寺

東回廊の復元展示を中心としています。この出土

部材を含む山田寺の出土品は、2007年度、国の重

要文化財に指定されました。

2004度は、春期「キトラ古墳壁画十二支―子・

丑・寅―」、秋期「まぼろしの唐代精華―黄冶唐

三彩窯の考古新発見―」の特別展と、夏期「飛!鳥

古寺巡礼」、冬期「飛`鳥
の考古学 拗饂」の企画展

を開催しました。秋期特別展は、中国河南省文物

管理局とともに主催し、河南省責冶窯出土の貴重

な唐三彩関連資料を多数展示することができまし

た。

Asuka Histottcal Museum

¶�s is a musellm wih a histoncal focus,whtt opcned in

1975 at Okuyama in he vttage ofAsulca,in conJunction witll

叩∝ial legislative measures almed at preserving hc hstonc

scenery and site of the Asuka region.監 Asuka penod and

region are the o噺 ∝tS Of its displays,wih exhibtts mtte

centerilag on the resuhs of invesigatlons conducted in the

Asuka area by tte Deparment Of Laperitt Palace sitts

hvesigations(AsulctthttiWarO.In addidon to the regular

exhibits here are special exhib� ons held柿たe yett in he
spmig and autllan,餌遭 lecmles have ttso been held.Recently,

in order to lnalte the lnsimte's research activ� es more widely

known,plamed � Ыts based on the rese�  rcsultt of odler

sections ofthe LIsitute have been held.

監 regulをどeXhibit consists ofExhibitIIaus l and 2.Exhibit

Ha11 l detts �血 dle pttaces,stone obi∝ ts,mOunded tombs,

and telnples of Asuka, with exhibits madc centering on

altifacts recovered■om hett sites,to pЮ mott knowledge of

the history of the Asuka period.Fol・ he pttaces,� 髄ts

recovered from he Kiyomihara palace discovcred in the

central part ofAsuka tt dittaryed,江 ollg widl a model of hc

Mizuochi site which is weu known as the locus of a water

dock accompanying the paltte.For sone obittS,hCrc arc a

stone carving 、vith maL and female images and a stone

representation of Mt.Sumeru dittayed within he museurn,

togetter witt replicas of stone obieCtS displayed in the

museum's garden,some of helll ttoutng water to ttα ∽俺

ther original condition. For mounded tombs, artifacts

recovered from he Taltam� suzuka tomb,and for temples,

items discovered at Asuka and Kawaradera telmples,are

displayed.

Enibit I■ a4 2 featules a reconstructlon ushg recovered

� 位 嗣 旺 mLtt fro14 he饂 函 Coridor of tlle cloister of

Yanltt tempLo Materitts from Yamadadera,including

these architectural members, wclc deSignated a natlonal

LI嘔xxセ■ltCulmal PrOpeny in 2CXJ7.

During 2CX18五 能証 year hele werc wo sp∝ 』 exhibits,a

sprmg exhibit tided“ 0泳朔』 Zodiac a‐。ln he Kitora Tolnb:

Mouse,Cow,伽d唖 ,"and anautL― eXhibit tided“ Enchanting

Fine Art徴� is in Tang:A� 駒 loglcral Discovery of he

Hualtgyc hee Colored m Kih Site."Pl訂 剛劃 exhibits

wele held � dle surmer on“ Pilgrillnageめ As胞,"and h he
wmter on“ 灼説 圃 ogy in As山 2008."恥 畑mm sttc�
exhibit showed lnally precious uree_colored」 嗣 C∝mたs

from the Huangye ki■l slte n coopttaion 、vlth thc

ArchacologicЛ  hstltutc ofHellan Province,China.
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春の甘樫丘

Spring scenery of Amakashi no Oka

が
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石造物の屋外展示 (前庭)

Exhibition of stone monuments
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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、技術

指導、保存修復などであり、ユネスコ・アジア太

平洋文化センター (ACCU)や 国際協力機構

(JICA)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。

閉陽年度は次のような事業を推進する予定です。

①中国社会科学院考古研究所との、漢魏洛陽城の

都城遺跡の共同調査。②中国河南省文物考古研究

所との、撃義市黄冶・白河唐三彩窯跡の共同調査。

③中国遼寧省文物考古斬究所との、朝陽地区の隋

唐墓の共同調査。④韓国国立文化財研究所と共同

しておこなう、都城制の比較研究と発掘現場の人

材交流。⑤カンボジア・アンコール・シェムリア

ップ地域文化財保護管理機構 (APSARA)との、

アンコール遺跡群 。西トップ寺院の保存事業と人

材育成。C東京文化財研究所と共同しておこなう、

アフガニスタン・バーミヤーン遺跡群の保存事業

と人材育成。

以上の事業に加え、ベトナム・ハノイ市で発見

されたタンロン皇城遺跡の保存事業についても、

外務省、文化庁、文化遺産国際協カコンソーシア

ムと共同して国際協力を推進します。

これらの国際事業は世界的にも高い評価を受け

ており、奈良文化財研究所はまさに我が国におけ

る文化遺産のナショナルセンターとしての役割を

果たしています。近年ではアンコール遺跡群にお

いて民間企業からも機材・技術の協力を仰いで保

存事業を推進するなど、産・学・官の連携を積極

的に進めながら、日本の国際貢献に資する事業を

展開していきます。

International Acadenlic Exchanges
Retated to Cuitural Fイoperty
Conservation

狂ЪЮ Nara National Rese釧� hsitute for Cultural Properties

promotes a vateり of lntemati∽証 proJccts inchdhg」ont

research,excll触略es of research郎器omel,俺 cttctt tralmg,

and re帥∝adon and preservation proJects, and 』so provides

assi的耐e m programs of nternatlonal∞ operation conducttd

by ACCU(Asia/PaCiflc Culmal centre for llNESCO)証 �

ЛCA o中an htemationtt Coop∝ aion Agency)。

h2C109丘 scal year he instimte is m� y caryi148 0ut the

followng s� proJects of inttmational cooperation and

exchangeЫ (1)bint invesigatlonば he Han Wei Luoyang

imperial palace site in the city of Luttang,Henan PЮ vince,

China,with he hsimtt of Archacology,mse Academy of

Soc』 Sciences,(2)Joint resetth at he Hualagye and B歳

kiln sites,for pЮ ducill18 thlee― colored glazcd Tang pottery,in

he city of Gongyl, Henan Province, China, wih he

Archaeologた 証 hstitute of Henan Province,China;(3)Joint

research ofexcavattd tanifacts lrom the Sui and Tang graves in

he Chaoyをng disttct,win he Aに haeological hstitute of

Liaoning Pro� nce;僻)Compttat� e research on ancient

capitals ilt Korea and Japan and e�hanges of personnel in

conJunction win he Natlonal Research hstitute for CuはA
PЮpetties, Korea;(5)IntematiOnal cooperation for

conservation of Weste■l Prasat Top in the Angkor

訂chaeological sitts, Calnbodia, and tra― g program for

Cambodian experts in conJunctlon wih APSARA(Authority

forthe Protechon and Managelment ofAttor al■ d the Re8101a

Of SiCFn Reap), and(6)htematiOnal cooperatton for

conserv� おn of he Bamiyan � acologた江 si俺,Afghanis伽 ,

and training program for Afghan experts,cond配 回 wih he

Natたnal Research lnstltule for Cultural Propcrties,Tokyo.晩

institute also contributes the ongomg proJect Of investtgatlon

甑d COnServaion for Thang Long i14perial pЛ ace site h

Hanoi,Viet NaFn,COnducted wih the Japan �鉦inistry of

Forcign Arairs,the Japan Agency for Cultural Arrdirs,and

Japan Consortlum for htemational Cooperatlon in Cultural

Heritage.

The insit■lte is higmy― appralsed nterltatlonally for he

achieven口ぬ of dlese mtemation江 即巧eC偽,耐 undemkes a

role of national center for the intemaiond cooperatlon in

cultural heritageo lh order to contribute thc promotion of

international contribution of Japan, it also promotes

cooperatlon alnong goverlment,industty,and academiai the

cooperative proJect suttorted bj/nongovemmental entcrprises

in the conservaion of the Angkor archaeological sites,

Cambodia,is a good examplc.
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調査研究成果の普及活動

研究所には公開施設として平城宮跡資料館、藤

原宮跡資料室、飛鳥資料館があります。

春・秋には研究職員が調査研究の成果を発表す

る公開講演会を開催し、飛鳥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。

都城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J鳥資料館図録、埋蔵文化

財ニュース等があります。

Publicizing the Results of
Reseach Activities

The hstitutt pubhcly displays its research and suⅣ ey

reSultS through he Nara Palace Site Museum,he

Exhibition Room of風 革wara Palace Site,and he Asulta

Historical �luseum.

Every spring and autumn,the lnstitute also organizes

public lectures in which its researchers present the results

of their investigations and surveys,The Asuka Histottcal

WIuseum also invites specialists, from both 、vithin he

lnstitute and from the outside, to give lectures in

association with special exhibitions of the museum.

Upon every nlaJor excavation、 vork,the Depattment of

lmperial Palace Sites lnvestigations presents public site

viewings for those interested in ancient history.

Publications issued by the lnstitute making these

research and suⅣ ey results publicly available include its

academic joumal,annutt reports,compendia of historical

mattrials and oher basic data,catalogs of exhibitions at

he Asuka Histottcal Museum,and he CAO News.

年輸年代調査 における

デジタル画像技術の活用

鵡 翔
強球::i吾 1:と1輔韓キ

翻
:鴬転∵当豊4笠i:ぞ
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奈良文化財研究所のホームページ Web Page of Nara National Research
institute for CalturaI Properties

http 卜ヽww.nabunken.gojp

電子化された文化財に関する情報を有機的に関

連づけた各種データベースの公開をはじめ、発掘

調査現地説明会・公開講演会等の行事の開催情報

をホームページにより提供しています。

また、研究所における研究内容の紹介、刊行物

のリスト、文化財に関するニュースの配信のほ力＼

飛鳥資料館の3Dコ ンテンッ。Web TVの ように、

新しい技術も取り入れて文化財情報の普及に努め

ています。

http 様ヽww.nabunken.go.jp

The lnstitu俺 's Web page 、vill be used irst of all to

make public a variety of databases that organically

intcgrate digitahzed infomation on cultural properties,

and also to provide inforlnation on upcoming events,such

as public site viewings at archacological excavations,and

open lectures.

Further,in addition to broadcasting introductions of the

contents of the lnstitute's research, lists of its

publications, and news regarding cultural properties, the

lnstitute will strive to distributt infomation on cultural

properties by incorporating new technologies such as the

3-D contents and Web TV components for the Asuka

Histoncal NItuseum.

飛鳥時代の幕あけ  …

jy神平心翻

題臣電0
賢こ
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奈良文化財研究所 本館 lnsdtute Headquarters
630‐ 857フ 奈良市三条町2‐ 9‐ 1 2-9-1,Nり o―chO,Nara Ctty 630-3577」 apan
Tel.0フ 42‐ 30‐ 6フ 33(管理課)0フ 42‐30‐6753(文化財情報課)Fax.0742-30‐ 6フ30(管理課)0742‐ 30‐6750(支化財情報課)

通用門
Back gate

機械棟

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

3階

企画調整部

文化遺産部

埋蔵文化財センター

⊇階

所長室

都城発掘調査部

(平城地区)

1階

管理部

図書資料室

MAIN BUILDING

THIRD FLOOR

Department of Ptann ngaCOordination

Department o(Cunura Hentage

8岳脇1留
特haedogお創

SECOND FLOOR

D‖ector General`room

開ζζ十器怒愚硼研
創Pttace tte

FIRST FLOOR

Adm n straMon Orice

Reference room

埋文センター研修棟

昭P魁翻 懸 g魃鳥を紹

平城富跡資料館 周辺 Nara Pttace She Museum

県違製
PreFectural rOad(Nara―Tanida route〕

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

平城 宮跡 資料 館   NARA PALACE SITE MUSEUM
展示室      Exttb� on room

講  堂      Audiottum
J」 講ヽ堂         Smalaじ dКonum

第3収蔵庫     STORAGE No.3
2[曽            SECOND FLOOR

保存科学室    COnservttbn Sdence room

木器整理室    WOOden肺脚emenぉ rOom
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第2収蔵庫
Storage No 2

第 1収蔵庫
Storage No l

第3収蔵庫
Storage No 9

平城宮跡資料館
Nara Patace Sに e Museum

第5収蔵庫 写場
Storage No S,photo studio

文化財資料棟
Cuhural pЮ perties storage
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都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)Department oflmpett Pattce tttes invesugaJOnslAsuka/Fuimara
634‐0025 橿原市木之本田」94‐ l Tel.0744-24-1122/Fax.0フ 44-21‐6390
94-1,Kinomoto―cho,kashihara City 634-0025」 apan

収蔵庫 (1)
Storage(1)

収蔵庫 (2)
Storage(2)

都城発掘調査部 (飛鳥・

Department of lmpenal
藤原地区)庁舎 北西から
Palace Sites investigations(Asuka/Fujiwara)

藤原京の
建物表示

第2展示室
Exhib■ on room

No 2

第 1展示室

/Fax.0フ44-54‐3563
」apan

講堂
Aud社 o市um

通用門

収蔵庫 (3)
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H isto市 o marker iorthe remains Of a road
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飛鳥資料館 Asuka Historical Museum
634‐0102奈良県高市郡明日香村奥山601 Tel.0744-54‐ 3561
601,Okuyama,Asuka Village,Takaichi County,Nara Prefecture 634-0102
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国宝高松
保存修理

塚古墳
のための材質調査

国宝高松塚古墳壁画については、2008年度から

壁画の材料学的調査が開始されました。この調査

では、壁画の劣化損傷状態を正確に把握するとと

もに、劣化原因を明らかにすることを目的としま

した。この目的を達成するため、奈良文化財研究

所と東京文化財研究所による合同調査班を結成

し、それぞれの専門分野ごとに調査を実施しまし

た。2008年度は、発見当初の写真と比較して描線

や色材が薄れて、劣化が最も進んでいると指摘さ

れている「白虎 (西壁石 2)」 から観察と分析に

よる調査を開始しました。

ファイバースコープ等を用いた拡大観察調査の

結果、実際に描線が薄くなったり、消えていたり

する部分が確認されますが、描線や色材が残存し

ている部分でも、二次的な白色物質が描線の上を

覆っていることが原因して壁画が見えにくくなっ

ていることが明らかにされました。また、蛍光X
線分析による調査では、下地漆喰には微少量の鉛

が含まれており、さらに白虎の顔の付近では鉛の

濃度が高くなることから、画像部分の下地に鉛白

が塗布されていた可能性も再確認されました (東

京文化財研究所 [2004年 3月 ]に よる調査でも明

らかにされています)。

調査にあたっては、フレーム材で構成した可動

式調査用構造外を作成して、これに各種の測定装

置を取 り付けて壁画面全保に調査をおこないまし

た。

描線の上に覆い被さるように自色二次生成物が観察された (白虎左前脚)

Secondary white oblects were observed,covering the Hnes of

Byakko's ieft foreleg

TOpicsI

Mural of the Takamatsuzuka Tomb
(National Treasure of」 apan):
Material Analysis

We励 戯 翻 面 萌 とanalytsis of he TЛ鉗 ぬ 曲 tomb'S

mml � 2CX18,to gttp he deterioration extent of he mmls and

to clatit he Cause of deteriorationo Nara National Research

htitute forCdtt Propenies andNational Reseを Кtthstittlte for

attral Propelties,Tokyo,organize joint proJect team in which

錨 reseanher play a role � bぬ specialized lleld for dle

pwo圏 .h2CX18,he mulof Byakko傲町O Tiger of he four

directiσ� deities)on he SecOnd、vestem stone wall was

investigated by mlcroscoplc observation and chemicd analysis,

whichね pointed out b have been he worst deteFiOrated one tt the

lines and colos became vague,m叩 賦� tO dle∬Cm taken航

the time ofdiscovery.

Microsαttc ObServation by flber scope revealed hat he

secondary white o呵ect cOVeled and masked solne line粥

meanwhile oherlines were acmlly vague or dsappealed even f

rines and帥嘘 materials wele lemained.X ray aoI・ escence

analysis re― veriaed he possibility hat lead white wtt applied as

fst coat for dle mural,forsmal amomt of色 迅 was detected on

he ttmd郎 、岬 軸 的 On he ptt Of he face of Byaklco

ChiS lesutt has i�dauy been repolted by National Research

hstitllte forCulWalL翻 ■�∝,Tokyo,� 2004J.

Movable tame on which various meas― g devices wele

mounted、vtt pleparedto mvestigate he wholepmOfhe mmls.

モパイル型蛍光X線分析装置を用いた壁画の調査。鉛の分布を調査 した

ところ、画像部分では顕著に鉛のX線強度が大きくなる。双組塚古墳 (高

句麗)の壁画とよく似た傾向を示 している。

Analysis of murai by mobile X― ray fiorescence instrument
Measurement oflead (Pb)diStribution revealed that the Pb intensity

oflead was significantly targe atthe part ofthe image This tendency is

similar to the counterpart of the Sangyeongchong tomb's mural,
Goguryeo
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2008年 度 事 業 の 概 要

1調査 と研究 ―……………………

飛鳥・藤原京の発掘調査――………

平城京の発掘調査 ……………………

企画調整部の研究活動

文化遺産部の研究活動 …………

0歴史研究室の調査と研究

●建造物研究室の調査と研究 ………………………………

●景観研究室の調査と研究 一――――……………………

0遺跡整備研究室の調査と研究 ―一――――――――…

埋蔵文化財センターの研究活動 …………………………

●保存修復科学研究室の調査と研究 ―――……………

0環境考古学研究室の調査と研究 ―一……………………

0年代学研究室の調査と研究 ――…………………………

0遺跡・調査技術研究室の調査と研究 …………

国際学術交流 …………………………………

0中国社会科学院考古研究所との共同研究 一

0中国遼寧省文物考古研究所との共同研究――

0中 国河南省文物考古研究所との共同研究……

●韓国日立文化財研究所との共同研究 ――一

0西アジア諸回の文化財修復保存協力事業 一

●カンボジアAPSARAと の

アンコール遺跡群西 トップ寺院の共同研究

海外からの主要訪間者一覧 ……………………………‐

海外からの招聘者一覧 ―…………………………………

研究者の海外渡航一覧 ―――――一――――…………

公開請演会 ―………………………………………………

第102回 公開講演会 ―――…………………………………

第10割コ公開講演会 ――一……………………………………

研究集会 ―………………

科学研究費等 ………………………………………………

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
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1調査と研究

飛鳥・藤原京の発掘調査

都城発掘調査部が飛鳥・藤原地区において2008年度に

実施した発掘調査は、藤原宮跡 4件、藤原京跡と飛鳥

地域で10件である。また、2007年度からの継続調査とし

て甘樫丘東麓遺跡の調査を4月 末まで実施した。以下、

主要な調査成果について概要を述べる。

藤原宮では、朝堂院朝庭の調査を実施した (第1弼次)。

朝堂院地区では殿舎に対する継続的な調査を実施 して

きたが、今後は朝庭の調査を主体とし、大嘗宮の有無

や下層遺構の状況を明らかにしていく予定である。今

回の調査は大極殿院南門の南方に調査区を設定して実

施した。その結果、礫敷広場を良好な状況で検出する

とともに、憧隼支柱と考えられる柱穴列と柱穴群を検

出した。これは既に完成された儀式の形態が成立して

いたことを改めて示すもので、宮殿儀礼の研究に貴重

な事例を加えた。また、藤原宮造営時の運河を調査し、

斜行溝が東北方に分流するという新たな事実が判明し

た。これは大極殿院南門建設開始後に迂回させたもの

と考えている。

朝堂院東地区では、北から実施 してきた農業水路改

4分に伴う最終年次の発掘調査を実施した (第152-7次)。

狭長な調査区であったが、想定した位置に南面大垣、

内濠と外濠を確認した。また、内濠に北接 して官衡区

画塀や東西棟建物と考えられる柱穴も検出し、朝堂院

東地区の土地利用を復元する手がかりが得られた。

内裏西官衡地区では、農業水路改修に伴う発掘調査

を実施した (第152-6次 )。 東西溝 2条 を確認したが、

これは宮内道路の両側溝であろう。

飛鳥地域では、石神遺跡で別07年度に引き続き、遺跡

束限の様相を解明するための調査を実施した (第156次 )。

A期の東限施設を確認し、 8時期にわたる継続的な土

地利用が判明するなど、石神遺跡の内容と性格を解明

するうえで多 くの成果が上がった。東限の塀には門が

開くことが明らかとなり、その東恨1に は外周の通路と

推定される南北塀に挟まれた空間がある。また、Al期

には仏教関連施設と考えられる瓦葺礎石建物があった

と考えられ、饗宴施設としての体裁を整える前段階に

は性格が異なる施設であった可能性が浮上した。石神

遺跡の調査は2008年度で所期の目的を一応達成し、一時

中断することとした。今後は、長年の成果を整理、分

析し、報告書の刊行を目指すこととなる。

甘樫丘東麓遺跡では、 7世紀前半の石垣を検出した

第146次調査区の南側を調査している (第 157次 )。 調査

区東部では石敷や石組溝を確認した。第146次調査で検

出している 7世紀中頃 (Ⅱ 期)の石敷との関連が考え

られる。また、石垣は本調査区内まで延びるものであ

り、今後の調査の進展に期待される。

高松塚古墳では、石室解体に引き続き墳丘の仮整備

に伴う調査を実施し、旧地形や古墳の築造工程に関す

る重要な所見を得ることができた (第154次)。 保存施設

の撤去により34年ぶりに墓道部が露出し、壁面の精査で

は、従来知られていた大規模地震による大きな断層風

陥没 とともに、版築を突き破る亀裂を多数確認 した。

また、石室の東西にこれまで未確認であった 2条の墳

丘内暗渠を検出し、当初から古墳全体が綿密な計画性

のもとに築造された状況を裏付けることができた。

飛鳥寺では、個人住宅建設に伴う3件の現状変更を

実施 した。講堂東北方の発掘調査では、瓦敷面とその

南側に石組東西溝を検出した (第152-2次)。 溝の南側

石は長さ40cmほ どの石を】ヒ側に面を揃えて据えている

ことから、これは基壇北辺の雨落溝の可能性があるも

ので、中心伽藍東北部における様相にあらたな知見を

得るものとなった。寺の南東、寺域を画する南面築地

塀の南約罰mでの発掘調査では、飛鳥寺南方の石敷広場

の東北隅部を検出した (第152-5次)。 隅部から飛鳥寺

伽藍中軸線までは、石敷広場の振れに沿って約62mと な

る。広場石敷北端には縁石を置き、東縁では西は 2段、

東は 3段に側石を積んだ階段状の石組溝が北へ延びる。

檜隈寺周辺では、国営歴史公園の整備に伴い、遺構

の状況を確認するため、南北12カ 所に調査区を設けて試

掘調査を実施した (第155次)。 南恨Jでは古代の顕著な遺

構を確認することはできなかったが、北側では寺院関

連施設と考えられる塀や建物の遺構を確認した。これ

については、20C19年 度に本調査を実施し、檜隈寺の伽藍

全体像を解明していくこととしたい。

2008年度に発掘調査に伴って実施した現地説明会、現

地見学会、現場公開は以下の通り。

飛`鳥藤原第153次調査 (朝堂院朝庭)

現場公開 2008年 6月 30日 ～ 7月 2日

現地説明会 2008年 9月 27日  玉田芳英・小田裕樹

飛鳥藤原第156次調査 (石神遺跡)

現地説明会 別碑年 2月 14日 青木 敬
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平城京の発掘調査

都城発掘調査部平城地区における2008年度は平城宮

内で 9件、平城京内で13件 の発掘調査を実施 した。以

下では主な調査の概要を示すにとどめ、小規模な調査

については『奈良文化財研究所紀要2009』 を参照して

いただきたい。

2008年 4月 から11月 にかけて、平城宮第一次大極殿

院の南面回廊 (第 431次調査)お よび西面回廊の調査

(第432・ 436・ 437・ 438次)を実施した。

第一次大極殿院南面回廊の調査区は南面築地回廊の

東半部に位置する。築地回廊の礎石痕跡を 5間分検出

した。桁行は約4.6m(15.5尺)等 間、梁行は約7.lm

(24.0尺 )と 復原される。回廊基壇の掘込地業 と版築

層とを確認 した。掘込地業の深 さは約30cm。 このほ

か、回廊北側と南側に東西方向の雨落溝を検出し、院

内庭部では礫敷面を確認した。

西面回廊の調査は 4度にわけて実施 した。検出した

遺構は、回廊、門、塀、溝、広場、礫敷舗装、土坑、

井戸などである。

大極殿創建期の西面築地回廊の基壇と東側の雨落溝

を部分的に検出した。西側の雨落溝は完全に失われて

いる。東雨落溝の幅は不明で東肩には径10cm程度の

見切 り石を据え、溝底にも細かい礫を敷き込む。内庭

部の礫敷は径 1～ 7cmの礫を敷 く。大極殿が恭仁宮

に移 り、築地回廊が掘立柱塀に改修された時期の西面

塀の柱穴を合計31基確認した。 4基の柱穴には柱根が

遺存 してお り、柱は直径45cm程度のコウヤマキであ

る。また、この掘立柱塀の門を認した。この時期には

内庭部の礫敷が改修されてお り径 4～ 15cmの 礫を敷

いている。

旧大極殿院内が掘立柱建物の建物群に造 り替えられ

殿舎地区となる (Ⅱ 期)が、この時期にも内庭部の礫

敷 きを改4妖 してお り、径 1～ 4cmの小礫を敷いてい

る。この時期の院の西面築地回廊の東西の側柱の礎石

据付痕跡を、東柱列で 6基、西柱列で 1基検出した。

凝灰岩暗渠はこの時期の西面築地回廊を横断して東か

ら西へ排水していた。

Ⅱ期の殿舎地区がさらに大規模に改修 された時期

(Ⅲ 期)の基壇辺を流れる南北溝 と、基壇下を貫 く暗

渠を確認した。また、この時期の殿舎地区を南北に区

部で検出した同遺構の西延長部分で、西面築地塀に取

りつ く。

出土遺物に土器、瓦などがある。土器は奈良時代～

平安時代初頭の上器が出土している。 8世紀後半～ 9

世紀初頭のものが多い。瓦は築地回廊に使用された奈

良時代の軒瓦が出土している。

第440次は東方官衡地区の調査である。2007年度の

調査区南部で検出した土坑の全容を明らかにする目的

で第440次調査を実施 した。調査区は南北15m、 東西

17m、 発掘面積は255∬ である。11月 から翌年 1月 ま

で調査を実施した。

土坑の規模は東西約Hm、 南北約 7mの不整形で、

深さは約 lmあ る。土坑内からは土器や瓦の破片が出

上 したほか、大量の木屑や自然木が層をなしていた。

この木屑層の木質はほとんど腐っておらず、捨てた当

時のままに近い状態で残存 していた。木屑層には木器

や木簡、木簡の削屑、木材を加工 したときの削屑が大

量に含まれていると予想されるため、すべてを取 り上

げた。その総量はコンテナで2700箱 ほどになった。木

屑層から出土した木製品のなかでは檜扇が多 く出土 し

たほか、用途不明の加工品が多数ある。

木簡は現在200点 ほどが明らかになってお り、人名

を列記したものや字を練習した習書木簡が目立つ。重

要なところでは宝亀の年号を記したものや衛府、衛士

といった役所に関わる文字を書いたものがあり、この

上坑の時期や官衛区画の性格を知るための重要な手が

かりとなろう。

上記の上坑の周囲には掘立柱の建物が確認された。

土坑の底から検出された柱穴は東西棟の建物で南北 2

間、東西 5間以上で北側に庇がつ く。この建物は土坑

に壊されていることから、土坑より古い時期の建物で

ある。土坑が埋まった後に建てられた建物は東西 4間、

南北 4間の正方形の建物である。また、土坑の底から

は 2棟の掘立柱建物や糞便貯留穴とみられる小土坑が

数基検出された。このように木屑を大量にふ くむ土坑

が掘 られる前後には建物が建っていたことがわか り、

この場所の機能が時代とともに変化 していた様子が明

らかになった。以上の成果は、東方官衛地区における

官衡の構造や性格を把握するだけでなく、官衡のなか

の変遷を解明するうえで重要な資料となるだろう。

切る東西塀の掘立柱の柱穴 4基を検出した。もう一つ

の東西塀の掘立柱の柱穴を 3基検出し、大極殿院東半
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う一方で、常設展示のリニューアルについても基本構

想を策定し、遷都1300年に合わせての具体化を目指し

ている。また特別企画展として「地下の正倉院展」を

開催 し、長屋王家木簡を展示した。さらに都城発掘調

査部が実施した平城宮の東院地区と東方官衡地区の発

掘調査成果を速報展で紹介した。

文化財の調査・保護活用に関する国際協力と研究交

流あるいは国際研修等についても、別項に記した。

写真関係では、引き続き、都城発掘調査部の平城地

区と飛鳥藤原地区における発掘調査の記録作成を実施

するとともに、展示公開等にともなう写真資料を作成

した。また、高松塚古墳については、石室解体前の正

確な図面と写真、およびそれらを作製する撮影手順等

を記録 した『高松塚古墳壁画フオトマップ資料』を刊

行した。

なお、このほか全国の埋蔵文化財の調査・保存 。活

用などに関する情報収集、協力助言をおこなった。

文化遺睡部の研究活動

文化遺産部は、歴史研究室・建造物研究室・景観研

究室 。遺跡整備研究室の 4室からなる。各室では、古

都の寺社などが所蔵する古文書 。古記録などの書跡資

料や歴史資料、古代から近代にいたる歴史的建造物や

発掘建築遺構、新たに文化財に加わった文化的景観、

歴史的庭園、遺跡の保存整備活用などについて、それ

ぞれ専門的な立場から文化遺産の実物に即 した調査研

究をおこない、その歴史的な意義を追究するとともに、

関係部局とも協力しつつ、情報の収集整理・公開や保

存4笏復 。遺跡整備活用施策などにも資する総合的研究

を進めている。

●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寺

社所蔵の書跡資料について、南都を中心として継続的

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をしている。

2008年度の諸寺社の調査は、興福寺・薬師寺 。東大

寺・唐招提寺 。氷室神社大宮家所蔵の書跡資料につい

ておこなった。興福寺調査は、ここ数年にわたって、

第71函 ～第80函、長持函、東金堂文書、国宝 。重要文

化財指定資料の目録を刊行すべ く準備を進めてきた

企画調整部は、地方公共団体等の埋蔵文化財発掘技

術者に対する研4笏、研究所の調査研究成果や文化財に

関する情報の発信 と展示公開普及、文化財情報の収

集 。発信システムの研究と情報の整備充実、国際的な

文化財の調査・保護活用に関する協力・援助と国際学

術交流あるいは研修等についての企画調整、飛鳥資料

館・平城宮跡資料館等における展示公開普及を中心と

する、奈良文化財研究所がおこなう研究に係る事業に

ついて全体的・総合的に調整 し、事業成果の内外への

情報発信や活用を担当している。

埋蔵文化財発掘技術者研4易 については、年度ごとに

計画立案 し、高度で専門的な研修を実施 している。

2008年度も、遺跡の発掘調査や整理報告において必要

性が高い分野、あるいは、保存活用について、専門性

の高い知識・方法が求められる課題についての研修を

実施した。保存科学、写真撮影、報告書作成等につい

て引き続き実施するとともに、分野を絞 り込んで、鉄

製武器類を研4分のテーマとして取 り上げた。かなり専

門に特化 した研修であったが、必要性の高さもあって

か、好評であった。なお、専門性の高い研修を実施す

るという方針に基づき、これまで毎年開講していた一

般研修は、2008年度をもって終了することとした。

文化財情報電子化研究およびシステム構築について

は、「遺跡GIS研究会」を開催するとともに、国内外

の学会や研究会等において研究成果を公表 したほか、

遺跡情報の収集管理や活用に関する情報収集をおこな

い、今後のシステム構築、改良等の検討材料 とした。

また、2005年 2月 に刊行 した『遺跡情報交換標準の研

究』の記述を精密化する必要性から、これの改訂版を

作成した。一方、日常的には遺跡 。図書・写真データ

ベースおよび航空写真データの入力、NARSフ イルム

のマイクロイと、NARSフ イルム・ガラス乾板 。大半Jフ

ィルム・航空写真画像のデジタル化などを継続 してお

こなっている。

展示公開および普及に関しては、飛鳥資料館での展

示・研究、平城宮跡資料館などでの展示公開事業を統

括的に担当している。このうち飛鳥資料館については、

別項にまとめているので参照されたい。平城宮跡資料

館については、継続 して常設展の改善・整備をおこな

28



が、本年度はそれらの再確認をおこない、『興福寺典

籍文書 目録第四巻』 (奈良文化財研究所史料第83冊 )

として刊行した。写真撮影は、マイクロフィルムで第

89函・第90画を、またブローニー版、一部は赤外線写

真で長持画の一部を撮影 した。薬師寺調査は、第31面

～第53函の調書作成と、第24画 の写真撮影を継続 して

実施した。

東大寺は、東大寺図書館収蔵庫第 4号室収蔵の新修

東大寺文書聖教の調査を、科学研究費補助金も充当し

て実施した。第 5画 。第15面 の写真撮影を実施し、ま

た中村準一寄贈文書の第98画 。99画を調査 して、日録

データをパソコンに入力 した。また、先年発見した、

重源以後の東大寺大勧進に関する基礎史料である第 2

函 1括 1号の調査研究を進め、その成果を吉川聡 。小

原嘉記・遠藤基郎「「東大寺大勧進文書集」の研究」

(『 南都仏教』91号所収)と して公表した。

唐招提寺所蔵資料については、惣倉所在の近代書類

を調査し、全体の再分類作業をおこなった上で、第 2

画のラベル貼 り・目録データのパソコンヘの入力作業

を実施 した。氷室神社大宮家文書については、昨年度

に引き続き奈良市教育委員会との間で共同研究をおこ

ない、未成巻文書の調書作成 。写真撮影を実施した。

また、公開データベース「大宮家文書データベース」

のデータを追加 し、成巻文書分すべてのデータを公開

した。

当研究所所蔵の資料については、「関野貞日記」の

翻刻作業を進め、当研究所所蔵分である明治30年 ～38

年の日記全文・解説を、関野貞研究会編『関野貞日記』

(中央公論美術出版、2009年)の一部として公表した。

その他調査協力の依頼を受けて、滋賀県石山寺聖教

調査や、暁醐寺聖教調査などに協力した。

●建造物研究室の調査と研究

建造物研究室では、歴史的建造物、伝統的建造物群

及び近代化遺産等に関する調査・研究をおこなうこと

により、わが国の文化財建造物の保存 。
4笏復・活用に

資する基礎データの蓄積を継続的に図っている。また、

近年は、古代建築の今後の保存 と復原に資するため、

古代建築の諸構法について再検証するための調査研究

を、現存建築のみならず、4笏理などの際に保存された

古材、発掘遺構・遺物などを研究姑象として進めてい

る。以下、2008年度におこなった主な調査研究内容を

紹介する。

古代建築の諸構法に関する調査研究では、殿堂の構

造システムと、扁額形状 と建築構造の相関に関する問

題を研究テーマとして掲げ、これらに関する現物調査

と諸資料の収集・整理をおこない、成果を2009年 3月

8日 開催の研究集会で発表 し、参加者した研究協力者

等との間でこの問題について討議 した。なお、扁額に

関するこの研究成果は、現在復原工事中の平城宮第一

次大極殿に掲げる扁額に反映させるため、同工事にお

ける意匠 。構造面の設計に協力するとともに、調査研

究の成果を奈文研紀要2009で発表した。

2007年 度に引き続き受託業務として実施した京都府

近代和風建築総合調査は、明治以降、昭和20年代前後

までに建設された和風建築を対象として、京都府が文

化庁による国庫補助を得て2006年 度から 3カ 年計画で

実施している総合調査で、2008年 度は最終年度に当た

る。この調査は、同調査委員会において二次詳細調査

物件としてあらかじめ選定された住宅建築、宗教建築、

商業建築など153件、214棟 にのぼる建築を対象として

2カ 年でおこなったもので、建物平面の実測、写真撮

影等の現地調査のほか、文献調査、関連建物調査等を

実施 し、主要な物件では庭園調査もおこなった。調査

成果は、京都府が刊行した調査報告書用の原稿として

取 り纏めた。

国外調査として、当研究所が海外関係事業として実

施 しているカンボジア・西 トップ寺院遺跡の現地調査

をおこなった。調査内容は、破損が著 しい建物の図面

を作製するための実測調査である。調査研究の成果は

奈文研紀要2009で発表 した。

調査研究の一環として研究所保管資料のうち、建造

物乾板写真の画像デジタル化と、文化財建造物保存修

理時における現状変更説明資料の刊行化を近年継続 し

ている。2008年 度で刊行 した現状変更説明資料は、

1962年～1964年分で、これを本文編と図版編とに分け

て刊行した。また、その他の刊行物として、2007年 度

に実施した出雲大社の境外社社殿調査の報告書と、ベ

トナム社会主義共和国ハタイ省 ドゥオンラム村集落調

査の英語版報告書がある。

このほか、全国各地で実施されている文化財建造物

等の修理関係事業・史跡等整備事業での修理・復原・

整備等に関する援助 。助言をおこなった。
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●景観研究室の調査と研究

景観研究室では、文化的景観に関する基礎的・体系的

な調査研究および平安時代を中心 とした古代庭園の変遷

過程や系譜に関する調査研究を進めている。

文化的景観については、基礎的情報の収集・発信 と、

事例研究として高知県四万十川流域を対象とした文化的

景観の調査研究をおこない、加えて文化的景観研究集会

(第 1回 )を 開催 した。文化的景観に関する基礎的情報

の収集・発信 としては、国内外の関係法令、各重要文化

的景観選定地区の概要、文化的景観に関連する文献等の

収集をおこない、F文化的景観基礎資料集 【未定稿】』と

してまとめ、上記観研究集会で参考資料として配布 した。

四万十川流域の文化的景観調査は、2006年度より継続

しているもので、2008年 度は現地調査をおこなうととも

に、調査対象地域である津野町・樗原町 。中土佐町・四

万十町・四万十市の各行政担当者等 との協議を通 じて、

各地域個別の文化的景観保存活用計画を作成 した。以上

の作業の過程で、調査方法や保存計画立案につき、種々

の課題を抽出することができた。

文化的景観研究集会 (第 1回 )は、「文化的景観 とは

何か ?― その輪郭と多様性をめぐって一」 というテーマ

で開催 した。文化的景観の概念、制度、計画手法、重要

文化的景観選定事例の検討を通 じ、文化的景観について

の共通認識の形成を図るとともに、その有効性 と課題を

確認 し、次年度以降の研究集会開催へ と繋げた。

庭園関係では、 5カ 年計画の中で平安時代の庭園を取

り上げてお り、 3年 目である2008年 度は、平安時代の発

掘庭園に関するデータを収集するとともに、「平安時代

の禁苑と離宮の庭」と題する研究会を開催し、あわせて

2007年度の研究会の報告書を刊行した。

研究会では、平安時代初期までの古代都城にとっての

苑地や離宮の庭のあり方について検討すべ く、長岡京で

「北苑」と呼ばれる遺跡、平安京の神泉苑、雲林院、河陽

離官について、各園池遺構の発掘成果の報告と検討をお

こなった。また、同時代の唐長安城太極宮の後苑や禁

苑・東大苑・西大苑の施設配置や利用の実態などについ

て文献史料からみた報告、『日本書紀』『続日本紀』にみ

る「苑」の特徴や神泉苑誕生の経緯に関する報告、園池配

置の思想的背景についての報告があった。「苑」について

は彼我で規模や意味するものが違うことなどが、改めて

認識された。

平安時代庭園を含む発掘庭園データベースについては

新規データ50作、追記データ27件で更新した。

●遺跡整備研究室の調査と研究

本研究室では、全国各地における遺跡の整備に関す

る調査と研究をおこない、その情報を収集・整理・普

及するとともに、遺跡の保存と活用に関する基本的な

考え方やその実例への適用を検討することを主たる業

務としており、遺跡の保存段階から、整備計画の立案、

整備後の遺跡の公開・活用にいたるまでの総合的過程

を視野に入れて調査研究活動に取り組んでいる。

現在、中心的に取り組んでいるのは「遺構露出展示

に関する調査研究」である。具体的には、特に地下に

埋蔵されていた遺構を露出展示している事例を中心と

して全国的な状況を網羅的に把握し、それぞれに生じ

ている課題及びこれまでの対処に係る実績等を検証す

る作業を基礎として、実りある遺構露出展示のための

基礎的検討を行うとともに、既に遺構露出展示をおこ

なっている事例が抱える課題への対処手法を整理し、

また、これから遺構露出展示を検討する場合の指針案

を提示することなどを目的としている。

2008年 度は、都道府県教育委員会の文化財保護主幹

課の協力を仰ぎ、全国における遺構露出展示の趨勢を

把握するとともに、予備的な現地調査等をおこない、

今後の調査研究の基礎となる「遺構露出展示事例所在

一覧 (基礎調査/未定稿)」 を作成した。

これと並行して、今後取り組むべき課題を検討する

ために、埋蔵文化財センター保存修復科学研究室と合

同で「埋蔵文化財の保存・活用における遺構露出展示

の成果と課題」をテーマとする研究集会を開催した。

この研究集会では、講演と報告を踏まえ、遺構露出展

示を実現し、かつ、適切に維持管理・公開活用を行っ

ていくための諸条件を柱とした討論を行うとともに、

これからの遺構露出展示をさらに有意義なものとする

ための「遺構露出展示データベース」の構築と運用の

在り方、あるいは、管理計画及び管理マニュアルの検

討などに関わる様々な工夫について検討し、今後の調

査研究における成果の具体的指標を明らかにした。

なお、2007年度に開催した研究集会「遺跡の保存管

理・公開活用と指定管理者制度」については、その講

演・報告・討議内容を取りまとめ、報告書として刊行

した。

さらに、地方公共団体等からの依頼に基づき、各地
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で進められている遺跡等の保存と活用に関わる計画立

案、整備事業の実施等をはじめ、地域における文化遺

産の総合的な保存と活用などについて、援助・助言を

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の 4研究室では、埋蔵文化財に

関係する調査技術や測定機器などの開発研究から応用

研究までをおこなっている。また、国や地方公共団体

からの要請に応 じて、専門的な協力 と助言を実施 して

いる。

●保存修復科学研究室の調査と研究

考古資料の材質・構造の調査法及び保存・修復に関

する実践的研究においては、ガラス製遺物のレーザー

ラマン分光分析に関する文献の収集と標準試料のラマ

ンスペクトルの集積、鉄製品に付着する繊維痕跡のX

線コンピューテッドラジオグラフイ、有機溶剤への溶

解性を利用した漆製遺物の新たな分析手法の確立、木

製遺物の新規処理法の開発のひとつであるリグノフェ

ノール含浸・超臨界溶媒乾燥法におけるスケールアッ

プ実験に取 り組んだ。

一方、遺跡の保存 。整備・活用に関する技術開発研

究においては、遺跡の水分状態を調査する方法を開発

するため、福島市 。宮畑遺跡において、基礎データの

収集をおこなった。また、土壌水分特性を表す不飽和

透水係数を求めるための実験装置を導入 し、データ収

集をおこなった。さらに、遺構土壌を安定化させるた

めの上壌安定化剤を試作 して室内実験をおこなった。

また、遺跡整備研究室との共同して研究集会「埋蔵文

化財の露出展示における成果と課題」を開催した。

受託事業として、長野県千曲市社宮司遺跡出上の六

角木憧保存修復業務委託 (長野県)、 秋田県漆下遺跡

出土漆関連遺物分析調査 (秋田県 )、 重要文化財奈良

県黒塚古墳出土品事前調査並びに保存修理 (文化庁)、

長野県中野市柳沢遺跡出上の青銅器保存修復業務委託

(長野県)、 宝山寺獅子閣材料分析調査 (奈良県)の 5

件を実施した。また、共同研究として、伝持田古墳群

出土遣物の調査分析 (辰馬考古資料館 )、 前原市潤地

頭給遺跡出土準構造船の真空凍結乾燥法による保存研

究 (福 岡県前原市 )、 松浦市鷹島海底遺跡出± 3号掟

の真空凍結乾燥処理に関する共同研究 (長崎県松浦

市)、 北本市デーノタメ遺跡出土漆塗 り土器の保存処

理に関する共同研究 (埼玉県北本市 )、 三野古墳群出

土遺物の調査分析 (立命館大学)の 5件を実施した。

国宝高松塚古墳壁画の保存修理 (文化庁委託)にお

いて、壁画の劣化原因の追究と保存修復に資するデー

タの集積を目的とした壁画材料の分析調査をおこなっ

た。また、大きな亀裂を有する石室石材を拘束するた

めの保護枠ならびに閉塞石を正置した状態で安定化さ

せるための保護枠を製作 した。

●環境考古学研究室の調査と研究

環境考古学研究室では、これまで継続 してきた独自

の環境考古学、動物考古学の研究のかたわら、関連す

る国内外の発掘調査や、その後の整理・報告書の作成

の指導および助言、執筆をおこなってきた。

国内での発掘指導および研究は、新潟県西郷遺跡

(弥生 )、 大阪府大坂城下町跡 (近世 )、 兵庫県宮内堀

脇遺跡 (中世)、 奈良県橿原遺跡 (縄文)、 福岡県博多

遺跡 (中世)、 佐賀県東名遺跡 (縄文)、 長崎県カラカ

ミ遺跡 (弥生)な どを主体とし、特に東名遺跡出上の

動物遺存体の分析、橿原遺跡の鹿角製根挟みや東名遺

跡の鹿角製装身具などの骨角器製作技法の解明に成果

を挙げることができた。海外での調査は、韓国慶南考

古学研究所の実施した、金海蛤見里貝塚発掘報告書の

環境考古学に関する部分の分担執筆をおこなってい

る。

学会等の発表は、明治大学で「海外の貝塚研究一北

欧、北米、西アフリカからの視点―」、鹿児島県立歴

史資料センター黎明館で「出土品から見た薩摩藩の動

物利用」、佐賀県の東名遺跡公開シンポジウムで「湿

地遺跡が語るもの」、山梨県の考古学 と中世史シンポ

ジウムで「考古学から見た動物の利用」、さらに、日

本哺乳類学会では「考古学における家畜の議論と標本」

を発表し、日本考古学協会愛知大会ではシンポジウム

の司会と「弥生時代における狩猟と漁携」を発表した。

海外では、カナダ国バンクーバーで開催されたアメリ

カ考古学会、セネガル国グカールで開催された貝塚ワ

ークショップ、アイルランド回ダブリンでの世界考古

学会議などで座長や発表をおこなった。

また、動物考古学の基礎資料となる現生動物骨格標
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本に、ポニー、口之島牛、オオサンショウウオ、クロ

コダイル、セキショクヤケイなどの入手困難であった

骨格標本を製作、もしくは購入 し、収集標本を一層充

実させることができた。また、これらの標本がより活

用できるよう、F環境考古学 8 哺乳類標本リス ト』

(埋蔵文化財ニュース136号)を刊行した。次年度以降

も他の動物種のリストを公開し、内外の研究者や研究

機関にも利用可能とする予定である。

●年代学研究室の調査と研究

当研究室では、考古学、建築史学、美術史学、歴史

学研究などに資するべく、遺跡出土木材、木造建築物、

木造美術工芸品などの年輪年代調査を実施している。

また、年輪年代学のための技術開発にも積極的に取組

んでいる。

建築史関連 :国宝 1棟 。重文 3棟を含む 7府県下 8

棟の建造物に対 して年輪年代調査を実施した。特筆す

べきは、国宝法隆寺金堂の4歩理にともなう年輪年代調

査である。調査対象とした内陣天丼板 と支輪板の中に

樹皮を剥いだだけの板材が含まれてお り、667年 と668

年に伐採されたヒノキ材が用いられていることが明ら

かになった。この結果は、2004年度に法隆寺西院伽藍

の年輸年代調査を実施した際、金堂の外陣天丼板から

得 られた年輪年代 (667年および668年 )と も一致 し、

この時の成果をあらためて裏付けることにもなった。

美術史関連 :国宝 1点 を含む 7府県下の15躯 の木彫

像ならびに 1点の工芸品に対して年輪年代調査を実施

した。特筆すべきは、山口県長徳寺薬師如来坐像の年

輪年代調査である。解体修理に際してマイクロフォー

カスXttCTと デジタル画像計測による年輪年代調査

をおこなった結果、1067年の年輪年代が得 られた。こ

の像はυい材のみから成るので、造像に際して切削され

た辺材や心材に含まれていた年輪数を考慮すると、11

世紀末ないし12世紀頃とする美術史学的な視点からの

所見に矛盾 しない。

歴史関連 :2府県下 2点の文字資料の年輪年代調査

および樹種同定を実施 した。特筆すべきは、滋賀県栗

東歴史民俗博物館に寄託されている延徳三年 (1491)

と墨書された金勝寺制札の年輪年代調査である。この

制札は心材のみから成 り、調査の結果1438年の年輪年

代が得られた。原木から製材する過程で切削された辺

材や心材に含まれていた年輪数を考慮すると、年輪年

代と制札に書かれた年代が概ね整合 し、年輪年代と歴

史資料との関係を示す好例となった。

技術開発関連 :年輪のデジタル画像計測に関するコ

ンピュータアルゴリズムの特許「木材の年輪箇所検出

方法および年輪幅計測方法」 (特許第4218824号)が成

立した。これは、当研究室で年輪年代学研究を進める

上で欠かすことのできない重要な技術である。

●遺跡 。調査技術研究室の調査と研究

遺跡・調査技術研究室は、遺跡およびその調査法の

研究と文化財の調査技術の開発・応用を主要な業務と

している。

2008年 度は、遺跡およびその調査法の領域では、前

年度にひきつづき、古代の寺院および官衡関連遺跡と

豪族居宅遺跡などの資料を収集整理した。収集・補訂

した資料はデータベース化 し、遺跡の性格や所在地、

文献 目録、おもな遺構 と遺物、建物の詳細データと、

地図や遺跡全体図、建物図面などの画像データを、奈

良文化財研究所のホームページ上で公開している。ま

た、2007年 度に開催 した研究集会「古代地方行政単位

の成立と在地社会」についての研究を進め、論文報告

集を刊行 した。 このほか、文化庁の委託 を受けて、

2010年 3月 刊行予定の『発掘調査のてびき』の作成作

業にもあたっている。

一方、文化財の調査技術の領域では、測量、計測、

探査を中心に活動をおこなった。測量分野では、国内

の埋蔵文化財担当者を対象とする専門研修を実施 し、

計測分野では、山内清男考古資料や生駒市の森家墓所

を計測 して、複雑な形状をもつ対象物や摩滅した碑文

に対する三次元計測の有効性を確認した。また、中国

遼寧省の隋唐期墳墓出土資料のデータ取得を継続する

とともに、調査や整理において現実的に普及可能な廉

価な機器の導入と精度の検証作業をつうじて、その有

効性を明らかにした。そのほか、第 3回DDCH(文化

遺産のデジタル ドキュメンテーションと利活用に関す

るワークショップ)を共催 した。

探査分野では、平城宮や藤原宮のほか、大学や地方

公共団体と連携 。共同して、地中レーダ探査、電気探

査、磁気探査を日本各地でおこなった。水戸市台渡里

遺跡では、正倉の区画溝や倉庫の地業・柱穴を確認し、

建て替えを判読することができた。また、平城宮東方

官衡地区では、木簡廃棄土坑の範囲を確定し、発掘計
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画の立案に寄与 した。これらと並行して、既存の探査

データについても整理を進めている。

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

ジアの 3カ 国の研究機関と以下の項目に述べるような

学術共同研究を実施している。このほか、アフガニス

タンとイラクを対象とする西アジア諸国等文化遺産保

存修復協力事業や2006年 6月 に発足 した文化遺産国際

協カコンソーシアム (事務局は東京文化財研究所に設

置)のおこなう支援協力事業にも協力 している。2008

年度の各事業の概要は以下の通 りである。

●中国社会科学院考古研究所との共同研究

2008年 度は、2008年 3月 に取 り交わした日中共同発

掘調査の協議書にもとづき、春と秋の 2回 にわたって

共同発掘調査を実施 した。

この共同発掘調査では、河南省洛陽市に位置する北

魏洛陽城の宮城中枢部分を解明することを目標 とし

た。中国側の事前調査では、宮城の正門と太極殿をと

おる中軸線上に、いくつかの建物基壇が存在 している

ことをあきらかにしている。2008年度は正門の北側に

ある 2号門址およびその周辺の状況を確認することと

なった。

春季は門基壇の南北の規模、建物の左右にとりつ く

城壁の様相、基壇周囲の道路遺構の位置の確認を目的

として 5カ所の試掘を実施 した。この調査には 4月 中

旬より5月 末まで研究員 1名 を派遣 した。 5月 末には

さらに 2名の研究員を派遣 し発掘調査状況の写真撮影

と秋季調査の協議をおこなった。

秋季は春季の成果をふまえて 2号門の基壇を全面的

に発掘調査した。発掘調査面積は2400だ である。門の

基壇は現地表下30～40cmの ところで検出した。基壇の

規模は南北23m、 東西45mの長方形で、門の通路が 3

条あり、前面と後面には通路に対応するスロープが 3

基ずつ確認された。また多量の瓦、樽、土器その他金

属製品などが出土 した。秋季の発掘調査には11月 から

12月 にかけて 1名 を派遣 したほか、12月 にさらに 3名

を追加派遣した。また、12月 には所長ほか 2名が共同

発掘調査の視察をおこなった。

2月 末には中国社会科学院考古研究所の副所長ほか

2名 を日本に招聘 し、今年度の成果報告会を開催 し、

調査成果についての検討をおこなったほか、2009年度

の共同調査について協議した。

●中国遼寧省文物考古研究所との共同研究

遼寧省文物考古研究所 との共同研究は、2006年度か

ら朝陽市隋唐墓出土副葬遺物の調査・整理・研究を行

っている。2008年度は10月 11日 から25日 の15日 間と、

3月 7日 から17日 の11日 間、溶陽市の透寧省文物考古

研究所で調査を実施した。いずれも遺物の実見、熟覧

と調書作成、撮影、実測、 3次元測定などの考古学的

調査に加え、自然科学的分析調査を実施 した。調査者

は、秋が所外の研究者も含めて計 8名、冬が所内の研

究者計7名である。

2008年度の調査対象は遼寧省文物考古研究所などに

よって朝陽市で発掘調査された茶須達墓、概布廠墓、

西蔚廠墓、紡績廠墓、双塔小区墓など18カ 所に所在 し

た唐墓の副葬品である。陶偏、陶磁器類、土器類、銀

製品、銅製品、鉄製品、土製品など計156点 の出土遺

物を調査した。

秋期調査における 3次元計測は、作業の効率化を図

るため、大型と小型の 3Dデジタイザを 1台ずつ用意

し測定物の大きさに応 じて使い分け、並行 して測定を

実施した。

自然科学的分析は蛍光X線分析 と顕微鏡による微細

な観察・撮影を行った。蛍光X線分析装置は本体が約

2 kg、 運搬用ケースも含めて総重量約 7 kgの携帯式の

ものを用いた。これは 6月 に天理参考館所蔵陶偏の調

査で試験的に使用 した結果、十分実用にかなうことが

確かめられたものである。今回、装置を固定する治具

を作成 し改良を加えてより実用的にしてお り、初めて

の本格的な運用となった。泰須達墓出上の武士桶、文

吏桶、酪駐偏などの顔料などを分析 した。顕微鏡も運

搬・移動に便利な小型のものを使用した。

11月 には遼寧省文物考古研究所員ほか 6名 を招聘

し、李新全副所長による朝陽市隋唐墓の調査研究の最

新成果について講演会を実施した。

●中国河南省文物考古研究所との共同研究

2008年 度は第Ⅱ期 5カ 年計画の 4年 目にあたり、河

南省文物考古研究所による撃義市白河水地河地区の発
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掘調査で発見された窯址出土品の調査が中心 となっ

た。2008年 5月 には研究員を 3名派遣し、河南省支物

考古研究所において水地河2007年度調査の出土資料を

観察した。また、10月 には飛鳥資料館において「まぼ

ろしの唐代精華―黄冶唐三彩窯の考古新発見―展」が

開催されたのを機に河南省文物考古研究所の研究員が

来所 し、関連遺物の共同調査を実施 した。次いで■月

には、研究員 7名 を河南省に派遣し、図録『白河窯址

考古新発見』のための写真撮影・調書作成をおこなっ

た。調査の対象は白河水地河地区の出土品で北魏青

磁・白磁にはじまり、唐三彩・白磁、窯道具など約

300点 におよんだが、数日間の作業で調査を終え、貴

重なデータを収集することができた。

一方、黄冶窯出土資料の鉛同位体比分析を別府大の

平尾良光氏に依頼 し、その成果報告を2009年 3月 に受

領 した。この成果は2009年度に中文に翻訳のうえで、

黄冶唐三彩窯の正報告に掲載する予定である。

●韓国国立文化財研究所との共同研究

2005年 12月 より大韓民国国立文化財研究所 との間

で、「日本の古代都城並びに韓国古代王京の形成と発

展過程に関する共同研究」というテーマのもとに共同

研究をすすめている。2008年 度はあらたな 3カ 年の初

年度にあたる。今回の共同研究には研究細日として掲

げた 4課題に則して奈良文化財研究所 8名、韓国国立

文化財研究所 9名の研究者が参加し、それぞれが設定

した都城制・考古資料 。古建築 。遺跡整備などに関す

る13件 の研究を開始した。今年度の交流実績は、研究

協議のための招聘 1件、研究員派遣 7名、研究員受け

入れ 9名である。研究員は訪問先において相互に研究

報告を行うことにしてお り、奈良文化財研究所ではこ

れに関連して 4回の報告会を実施した。

2006年 度より開始した国立慶州文化財研究所 との発

掘調査交流では、奈良文化財研究所より研究員 1名 を

2カ 月間派遣 し、統一新羅時代の寺院である四天王寺

址および新羅古墳群のチ ョクセン遺跡等で共同発掘調

査をおこなった。慶州文化財研究所からは研究員 1名

を 2カ 月間受け入れ、飛鳥石神遺跡・甘樫丘東麓遺

跡・平城京跡等において共同発掘調査をおこない、あ

わせて奈良を中心に都城遺跡・古代寺院遺跡の見学を

おこなった。また、研究状況視察のための招聘 1件 を

実施した。

アフガニスタン、イラクを対象とする文化遺産保存

修復協力事業であり、東京文化財研究所と共同で実施

している。本年度は両国とも、治安情勢が良好ではな

いことを鑑み、現地での調査や研4界 は実施せず、日本

における研修をおこなった。

アフガニスタンからは、情報文化省考古学研究所よ

り2名の研究員を招聘 し、奈良文化財研究所において

は 3カ 月間の考古学研修を実施 した。平城宮跡内でお

こなわれている発掘調査に多 くの時間参加 して、遺構

検出、掘 り下げ、遺構実測、遺物の取 り上げなど、発

掘調査の全過程にわたる作業の実際を体験 。引 4少 し

た。またそれらの他に、測量実習や土器を中心とする

遺物の実測実習もおこなった。

イラクからは、 2名 の研究者を招聘 し、奈良文化財

研究所において 1カ 月近 くにわたり、金属製遺物の保

存処理をおこなった。観察からX線を利用 した材質調

査、クリーニング、脱塩処理、強化処理、接合、充

填・補採、パッキングに至る一連の作業である。

●カンボジアAPSARAとのア_ン コール遺跡群西 トップ

寺院の共同研究

2002年 度の覚書調印によってはじまった西 トップ寺

院の調査研究は、2006年度から第ニフェイズに入 り、

中央祠堂隣接地での調査を開始した。

2008年 度も8月 と12月 に発掘調査を計画したが、12

月は経由地のタイ国内の情勢不安により調査本隊の出

発を中止し、調整作業のみをおこなった。 8月 の発掘

調査では祠堂の東南隅部に調査区を設定 し、尊敷遺

構などを発見した。12月 におこなえなかった発掘調査

の代替調査として 1月 に遺物調査をおこなった。建築

班は 8月 に祠堂全体の実測作業をおこない、保存科学

班は 2月 に全体的な調査をおこなった。

招聘事業では 3月 に王立芸術大学を卒業 した若手研

究者 2名 を招聘した。

特筆すべ き事項として、⑭ タダノによる調査4笏復機

材の贈呈があげられる。2008年 5月 に高所作業車スー

パーデッキとクレーン付 きトラックのカーゴクレーン

各 1台が、12月 には移動式クレーンのラフテレーンク

レーン1台の贈呈を受けた。これらの機材は現地で活

動する日本隊への贈呈ということで、今後、有効活用

に向けての当研究所としての体制と事業展開の検討の

必要性が増 して来ている。34



査/運営費交付金

0高妻 洋成 :カ ンボジア王国/08.6.10～

6.13/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

●肥塚 隆保 :カ ンボジア王国/08.6.10～

614/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森本 晋 :ド イツ連邦共和国 。フランス

共和国/08.610～ 620/バーミヤン遺跡保

護専門家協力会議出席ならびにバーミヤン

遺跡関連資料の調査/運営費交付金

0小林 謙一 :中華人民共和国/08618～

6.21/遼寧省文物考吉研究所との共同研究

打合せ/運営費交付金

0小池 伸彦 :中華人民共和国/08618～

6.21/遼寧省文物考古研究所との共同研究

打合せフ/運営費交付金

0西口 壽生 :中 華人民共和国/08.6.22～

626/河南省文物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

0小日 裕樹 :中 学人民共和国,/086.22～

6.26/河南省文物考古研究所との共同研究

′/運営費交付金

●丹羽 崇史 :中学人民共和国/08622～

6.26´′河南省支物考古研究所との共同研究

/運営費交付金

●松井 章 :ア イルランド共和国/08628
～75//ア イルランド回ダブリンにおいて開

催される世界考古学会議への出席 。発表′/

科研費

0平澤 毅 :カ ナダ/08630～716/ユネ

スコ世界遺産委員会出席 /運営費交付金

●石村 智 :カ ナダ 0871～714/ユ ネス

コ世界遺産委員会出席・情報収集/運営費

交付金

●森本 晋 :カ ナダイン0871～716/ユ ネス

コ世界遺産委員会出席。世界遺産視察 /東文

研

●松村 恵司 :大韓民国/08722～ 724/
2008年度発掘調査員研修教育の講演′先方

負担

0青木 敬 :大韓民国/087.22～ 9,19/日

韓共同研究の発掘調査交流のため′/渡航 :

運営費交付金、滞在 :先方負担

0松井 章 :ア メリカ合衆国′ア08724～ 8.4

メ
縄文文化と北米北西海岸先史文化の比較

研究、マッド・ベイ遺跡の発掘に参加し、

出上遺物を検討
′
科研費

0大林 潤 :カ ンボジア王国/0881～ 810

/′ アンコール遺跡群西 トップ寺院の建造物

調査/運営費交付金

●番 光 :カ ンボジア王国/088.1～ 8.10/

アンコール遺跡群西 トップ寺院の建造物調

査/運営費交付金

0杉山 洋 :カ ンボジア王国/0881～814

/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石村 智 :カ ンボジア王国/08.8.1～ 814

/ア ンコール遺跡群西 トップ寺院の現地調

査/運営費交付金

0清水 重敦 :カ ンボジア王国/08,82～

810/ア ンコール遺跡群西 トップ寺院の建

造物調査/運営費交付金

●豊島 直博 :カ ンボジア王国/0884～

8.10/ア ンコール遺跡群西 トップ寺院の建

造物調査/運営費交付金

0島田 敏男 :ベ トナム社会主義共和国/

08.87～ 815.イ 文化庁がおこなっているベ ト

ナムヘの協力事業にかかる、ハタイ省 ドゥ

オンラム村保存協力と、次期協力が検討さ

れているフエ省フクテイク村の予備調査 /´

他機関負担

●千田 岡I道 :大韓民国 0899～ 9,14/「遺

跡出上の建築部材に関する総合的研究」に

かかる資料収集と、韓国研究者との情報交

換 /科研費

●島田 敏男 :大韓民国/0899～ 9.14/′
イ
「遺

跡出上の建築部材に関する総合的研究」に

かかる資料収集と、韓国研究者との情報交

換●科研費

●井上 和人 :ベ トナム社会主義共和国 /

08_911～ 915//国 際シンポジウム「ベ トナ

ムにおける日本学研究促進に向けて」に招

聘され、「日本および東アジアにおける古

代都城建設の歴史的意味」についての研究

を報告する 先方負担

●渡遷 晃宏 :大韓民国
′
08928～ 930/

日韓共同研究にともなう資料調査 渡航 :

運営費交付金、滞在 :先方負担

0馬場 基 :大韓民国/08928～ 105イ 日

韓共同研究にともなう資料調査および、木

簡構文についての意見交換と韓国文字資料

の見学
′
渡航 :運営費交付金、滞在 :先方

負担・科研費

0杉山 洋 :中 華人民共和国
/08102～

108 飛鳥資料館秋期特別展の展示品の借

用/運営費交付金

0加藤 真二 :中華人民共和国/08102～

108/飛鳥資料館秋期特別展の展示品の借

用//運営費交付金

●森本 晋 :タ ジキスタン共和国 0810.8

～1014/タ ジキスタン歴史考古博物館収蔵

資料整理に関する技術協力/運営費交付金

●小林 謙一 :中華人民共和国/08.10.11～

10.15/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

0金田 明大 :中 華人民共和国/08.10.11～

10.18/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

0牛 lle 茂 :中華人民共和国/0810H～
1022/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

0和田 一之輔 :中華人民共和国/081011
～10.22/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/
科研費

●児島 大輔 :中華人民共和国/081015～

111/漢代石閉の調査および関連資料の収

集のため/他機関科研費

0小池 仲彦 :中華人民共rll国/081018～

1025/日 中古代墳墓副葬品の比較研究//科

研費

0脇谷 草一郎 :中 華人民共和国/08.1018

～1025/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/
科研費

●森本 晋 :キ プロス共和国/081019～
1028′ /ヴ アーチャルシステム・マルチメデ

イア学会出席・発表 /́・ 運営費交付金

0降幡 順子 :中華人民共和国/08.1022～

1025/日 中古代墳墓副葬品の比較研究/科

研費

●丹羽 崇史 :中 華人民共和国/08.1029～

11.1/′ Symposium Celebrating the 80th

Anniversary of Scientiac Archacological

Excavations at Yinxu,Anyang.Chinaに 参

加のため/運営費交付金

●窪寺 茂 :中学人民共和国/08.1029～

112′ 中華人民共和国国家文物局主催・木

造建造物塗装の保存に関する国際セミナー

ヘの参加′/先方負担

●加藤 真二 :中 華人民共和国/08H.2～
119/河北・河南両省における壁画・遺物

の調査テ
/運

営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国 イ08114～

11.9/カ ンボジアにおける共同研究に関す

る調整と打合せォ運営費交付金

●城倉 正祥 :中 華人民共和国/08■ 4～

1226 中国社会科学院考古研究所との漢魏

洛陽城共同発掘調査 /運
営費交付金

●内田 和伸 :大韓民国/0811.6～ 1110/イ

文化遺産の保存と活用の事例調査 /科研費

●林 正憲 :大韓民国/08.11.10～ 11.20

日韓共同研究にもとづ く調査/渡航 :運営

費交付金、滞在 :先方負担

37



0松井 章 :台湾/08H.12～ H.17/台 湾

の在来家畜の考古科学的研究に関する指導

および助言/先方負担

0西口 壽生 :中 華人民共和国/08.■ 13～

1120/河南省文物考古研究所との共同研究

としての黄冶窯・白河窯出土遺物の調査/
運営費交付金

●玉田 芳英 :中 華人民共和国/08.11.13～

■.20/河南省文物考古研究所との共同研究

としての黄冶窯・白河窯出土遺物の調査/
運営費交付金

0森川 実 :中華人民共和国/08.1113～

H.20/河南省文物考古研究所との共同研究

としての黄冶窯・白河窯出土遺物の調査/
運営費交付金

0牛嶋 茂 :中華人民共和国/0811.13～

■.20/河 南省文物考古研究所との共同研究

としての黄冶窯・白河窯出土遺物の調査/
運営費交付金

0小田 裕樹 :中 華人民共和国/081113～

H.20/河南省文物考古研究所との共同研究

としての黄冶窯 。白河窯出土遺物の調査/
運営費交付金

0丹羽 崇史 :中華人民共和国/08■ 13～

■.20/河 南省文物考古研究所との共同研究

としての責冶窯・白河窯出土遺物の調査/
運営費交付金

0井上 和人 :ベ トナム社会主義共和国/
08.1122～ 1126/ベ トナム・タンロン皇城

遺跡保護支援事業にともなう「タンロン皇

城価値評価国際シンポジウム」で報告のた

め/渡航 :他機関負担、滞在 :先方負担

0杉山 洋 :カ ンボジア王国/08.11.26～

129′ /カ ンボジアにおける共同研究に関す

る調整と打合せ/運営費交付金

0森本 晋 :カ ンボジア王国/08H.29～
123/フ ランス極東学院GIS・ データベース

研究会出席/運営費交付金

●清水 重敦 :中華人民共和国/081129～

124/中 国における建造物の保存修理とオ

ーセンティシティに関する現地調査/科研

費

0森本 晋 :ベ トナム社会主義共和国 /

08.123～ 12.8/地理情報技術に関する太平洋

近隣友好協会総会出席/運営費交付金

●箱崎 和久 :大韓民国・08127～ 1213//

日韓共同研究にもとづく古代建築に関する

資料収集/渡航 :運営費交付金、滞在 :先方負

担

0小田 裕樹 :中 華人民共和国ィ08128～

12.19/漢 魏洛陽城における共同調査への参

加/運営費交付金

0高橋 知奈津 :中華人民共和国/08128
～1219/漢魏洛陽城における共同調査への

参加/運営費交付金

0小林 謙一 :大韓民国/0812,10～ 1213

/国際学術大会に参加/先方負担

0高 田 貫太 :大韓民国/0812.10～ 12.14

/韓国国立慶州文化財研究所主催シンポジ

ウム F新羅護国の念願、四天王寺』への参

加と発表/先方負担

0田辺 征夫 :中 華人民共和国/08.1213～

12.19/漢 魏洛陽城共同調査、唐長安城含元

殿の復原基壇等の視察/運営費交付金

0小林 謙一 :中 華人民共和国/081213～

12,19/中 国社会科学院考古研究所との共同

研究/運営費交付金

0中村 一郎 :中学人民共和国/08.1213～

12.19/漢魏洛陽城における共同調査への参

加/運営費交付金

0小 澤 毅 :中 華人民共和国/081213～
12.19/漢 魏洛陽城における共同調査への参

加/科研費

●杉山 洋 :中 華人民共和国/08.1214～

1222/飛 鳥資料館平成20年度秋期特別展借

用品の返却、21年 度春期特別展の写真撮影、

展示品の購入/運営費交付金

0加藤 真二 :中華人民共和国/08.12.14～

1222/飛鳥資料館平成20年度秋期特別展借

用品の返却、21年 度春期特別展の写真撮影、

展示品の購入/運営費交付金

0井上 直夫 :中華人民共和国/08.1214～

12.22/飛 鳥資料館平成20年度秋期特別展借

用品の返却、21年 度春期特別展の写真撮影、

展示品の購入 イ運営費交付金

0栗野 隆 :大韓民国/0812.15～ 1219/

韓回の遺跡の整備・活用に関する現地調査

/渡航 :運営費交付金、滞在 :先方負担

0関 広 尚世 :ス ーダン共和国/09116～

1.27ァ カメイ社会教育財団助成研究の実施

/他機関負担

●森本 晋 :ド イツ連邦共和国 。フランス

共和国 ′09126～ 131/ガ ンダーラ仏教美

術資料調査とバーミヤン遺跡保護に関する

専門家国際会議出席 /運営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国/09129～ 27

/ア ンコール文化遺産保護に関する共同研

究′運営費交付金

●石村 智 :カ ンボジア王国/′ 091.30～ 2,7

アンコール遺跡群西 トップ寺院の調査

運営費交付金

0肥塚 隆保 iカ ンボジア王国 092.3～

2.7イ アンコール遺跡群西 トップ寺院の調査

研究/運営費交付金

0高妻 洋成 :カ ンボジア王国/09,2.3～

2.7/ア ンコール遺跡群西 トップ寺院におけ

る石材調査/科研費

●金田 明大 :カ ンボジア王国/0923～
2,7/ア ンコール遺跡群西 トップ寺院におけ

る石材調査/科研費

0日辺 征夫 :ベ トナム社会主義共和国/
0927～ 212/農村集落保存協力に対するべ

トナム政府からの表彰式出席およびベ トナ

ムにおける遺跡保存の実態調査/運営費交

付金

0井上 和人 :ベ トナム社会主義共和国/
09,27～ 212/農村集落保存協力に対するべ

トナム政府からの表彰式出席およびベ トナ

ムにおける遺跡保存の実態調査/運営費交

付金

0島田 敏男 :ベ トナム社会主義共和国//

092.7～ 212/農村集落保存協力に対するべ

トナム政府からの表彰式出席およびベ トナ

ムにおける遺跡保存の実態調査/運営費交

付金

●児鳥 大輔 :大韓民国/092.8～ 213/統
一新羅時代の仏教美術の調査 /科研費

0森本 晋 :イ ンド/092.11～ 2.21//ア ジ

ャンタ遺跡における仏教壁画の資料調査 /

運営費交付金

0黒坂 貴裕 :中華人民共和国/09217～

224′ /「遺跡出土の建築部材に関する総合

調査」の類例調査/科研費

●金田 明大 :大韓民国/09.218～ 222/

文化財GIS国 際学術シンポジウムにおける

発表および意見交換/先方負担

●杉山 洋 :カ ンボジア王国/′ 09221～ 31

イアンコール文化遺産保護に関する共同研

究 連́営費交付金

●浅野 啓介 :大韓民国 09.223～ 228′ /

日韓共同研究にともなう資料調査 イ渡航 :

運営費交付金、滞在 :先方負担

0小 田 裕樹 :大韓民国 /′ 09.223～ 2.28/

日韓共同研究における資料調査/渡航 :運

営費交付金,滞在 :先方負担

0松 井 章 :ア メリカ合衆国・カナダ

09226～ 34/「植物食に関する北米北西海

岸先史時代と縄文時代の比較研究」に関す

る資料調査/他機関負担

0井上 和人 :ベ トナム社会主義共和国

0931～ 37/ハ ノイ・タンロン皇城遺跡の

調査研究支援 ′・文化庁

0高妾 洋成 :中華人民共和国 /0935～
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37/木製文化財の保存処理に関する資料収

集/運営費交付金

0松井 章 :ラ オス人民民主共和国/093.6

～315/ラ オスにおける家畜、家禽の調査

/科研費

0年嶋 茂 :中 華人民共和国/09,37～ 3.14

/朝陽地区隋唐墓の整理と研究 /運営費交

付金

●城倉 正祥 :中華人民共和国/093.7～

314■ 朝陽地区隋唐墓の整理と研究 /運営

費交付金

0小池 伸彦 :中華人民共和国 0937～
314/日 中古代墳墓副葬品の比較研究 ァ科

研費

●和田 一之輔 :中 華人民共和国ィ/0937～

314/日 中古代墳墓副葬品の比較研究 ′′科

研費

●豊島 直博 :中幸人民共和国/09,37～

314′ 日中古代墳墓副葬品の比較研究 科

研費

●小林 謙一 :中華人民共和国 09311～

317 日中古代墳墓副葬品の比較研究′科

研費

●降幡 順子 :中 華人民共和国
ン
09314～

317/′ 日中古代墳墓副非品の比較研究/科

研費

●加藤 真二 :中 華人民共和国/09316～

320/出土遺物、壁画調査
′
運営費交付金

●森川 実 :中 学人民共和国/09316～
3.20/中 国河南省文物考古研究所との共同

研究 運営費交付金

公開講演会

第102回公開語浸会

2008年6月 28日

◆田辺所長 ミニ講演 :平城宮跡国営公園化

のこと

◆大林 潤 :西大寺食堂院の丼戸と古代

都城発掘調査部が2CIC16年度におこなった、

西大寺食堂院の発掘調査で検出した奈良時

代の井戸の遺物を題材に、遺構や遺物の調

査から判明した西大寺の造営過程に関する

成果を報告した。

創建当初の西大寺に関する文献史料は限

られており、『西大寺流記資財帳』より完

成段階の建物がわかる程度である。発掘調

査では、史料にみえる建物と同規模の遺構

を検出し、その配置計画を明らかにした。

また、井戸からは食品、食器、木簡、瓦な

どの多種多様な遺物が出土し、奈良時代の

西大寺僧の食生活を示す膨大な資料となった。

井戸枠自fFkは 巨大なヒノキの板材を組み

合わせたもので、木材調達や加工方法を知

る上でも重要な遺物であった。講演では、

表面に打たれた刻印に注目し、これらが流

通段階で打たれた可能性が高いことを指摘

した。そして、この刻印にはまだ謎が多く、

解明にはもっと多くの類例を調査する必要

性があることを述べた。

◆窪寺 茂 :造形意識の変革―霊廟建築に

見る装飾意匠とその手法一

私はこれまで、わが国の木造建築に用い

られた木地色付けの技法に関する研究を継

続しており、近世以前に普及していた木地

色付けの中には今日に伝承されていないも

のがあることを把握してきている。また、

色付けそのものが経年の中で失われ、現在

日にする建築の姿が建設当時と大きく変化

している点を指摘 してきている。この双方

の実態を踏まえると、建物の現状を単に見

ることだけを通じて、日本建築の美や建築

文化の特質を論じることは問題が大きいこ

とが理解される。

本講演は、この問題意識に基づきおこな

ったもので、古代から近陛までの代表的な

寺社建築の様相を画像でまず紹介して、建

築装飾の時代相を示した。その上で、近世

寺社建築の本来の姿が今日見るものと乖離

している点を、廃絶した一部の木地色付け

技法を紹介しつつ解説した。

日本建築の姿は時代が進むにつれ多彩さ

を増して来た。その多彩さに、より特徴的

な変化をもたらした装飾技法として、郡材

木地面そのものを美しく見せる色付け技法

があり、これが近世初頭に建築界に出現した。

その建築とは、徳川家光が建築した家康廟、

すなわち日光東照宮の諸社殿建築で、導入

された色付け技法は「唐木色付」と江戸期

に称されていたものである。しかし、その

本来の姿は今日に伝わっていない。近世に

入り普及した木地色付け技法には、ケヤキ

などに見られる木地表面の特徴を際立たせ

るための技法がこの他にいくつかあるが、

これらは発色が消えてなくなる共通点を持

っている。このことを最後に紹介して、歴

史的な建築の特質を把握する難しさを指摘

した。

第 103回公開講演会

2008年 10月 25日

◆田辺所長 ミニ講演 :復原第一次大極殿の

標飾りについて

◆森川 実 :平城宮とその周辺の先史時代

平城宮とその周辺に広がる平城京域を中

心に、これまでの発掘調査で明らかとなっ

た奈良時代以前の遺跡を紹介した。平城京

では、旧石器時代の遺物が数箇所で出土し

たほか、縄文時代の遺物包蔵地・遺構も確

認されてきているが、これら先史時代の遺物・

遺構は発見例がいまだ多くない。一方、弥

生時代になると遺跡数は増加し、古墳時代

の遺跡では巨大古墳のほかに埴輪窯 。自然

流路・住居llLな どが見つかっている。

平城宮内では既往の研究を参考に古地形 (奈

良時代以前の地形)を復元し、その復元図

に各時代の遺跡・遺物出土地点をプロット

した。旧石器・縄文時代の遺物出土地点は

宮内の台地上にあるが、地点の数は少なく、

また原位置ではない。一方、弥生時代の集

落址が宮南辺付近の低地 (沖積地)に 、古

墳時代の巨大前方後円墳・小規模な古墳は

台地上に占地することを再確認した。こう

した奈良時代以前の遺跡は平城京の造営で

多くが破壊されたとみられるが、 8世紀以

前を考えるうえでいずれも重要である。

◆粟野 隆 :洋風庭園と日本近代

近代日本における洋風庭園の様式形成過

程と空間デザインの特徴を通史的に紹介した。

本講演では、明治初期における岩倉全権

使節に代表される海外渡航者の西欧庭園観や、

築地ホテル館庭園、横浜高台英役館庭国な

ど外国人居留地に顕現した擬洋風庭国につ

いて述べ、明治中後期における住宅の近代

化―和洋両館の併置という建物配置形式の

変容―が和洋の折哀空間として「芝庭」を

生み出したことを解説した。また、明治後

期以降は軽井沢や葉山などの海浜・高原等

の近代別荘地の洋風庭園が乗馬やゴルフ等

の近代スポーツレクリエーションに供され

た点に言及し、さらに生活改善同盟会など

が展開した住宅改良運動によって、東京近

郊および阪和,間の郊外住宅地には、「実用

主義Jと いわれる新たな洋風庭園像が模索

されたことを指摘した。あわせて、小平義近、

福羽逸人、市川之雄、田村剛、ジョサイア・

コンドルなど、洋風庭園の空間クリエイタ

ーについても若千報告した。
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研究集会

◆遺漸整備・保存修復科学合同研究集会

2009年 1月 30日～31日

奈良文化財研究所では、毎年「遺跡整

備・活用研究集会」及び「保存科学研究集

会」をそれぞれ文化遺産部遺跡整備研究室

及び埋蔵文化財センター保存修復科学研究

室が企画・実施している。本年度において

は、「埋蔵文化財の保存・活用における遺

構露出展示の成果と課題」のテーマの下、

調査 。計画・技術の観点から密接な関連を

有する両研究集会を合同で開催した。

基調講演では「遺構露出展示の意義と計

画Jと して、広く歴史遺産の観点から露出

展示の意義を捉え、これまで取 り組まれて

きた事例が種類別に検討された。事例報告

では、 《様々な遺構露出展示の実績 と課

題》をテーマとし、 5つ の報告を通じて、

さまざまな観点から、遺構露出展示の成果

と現状の具体的課題が示された。技術報告

では、 ミ遺構露出展示のための調査法》を

テーマとし、 4つ の報告を通じて、遺構露

出展示を検討する場合において必要な調査

とそのための様々な手法などが示された。

総合討論では、「環境条件J、 「遺構条件J、

「展示条件」、「管理条件Jを 柱とした議論

を行うとともに、これからの遺構露出展示

をさらに有意義なものとするための「遺構

露出展示データベース」の構築と運用の在

り方、あるいは、管理計画及び管理マニュ

アルなどに関わる様々な工夫について検討

さオ化た。 (平澤 毅 )

◆文化的景観研究集会 (第 1回 )

2009年 2月 20日～21日

本研究集会は、「文化的景観とは何か ?

―その輪郭と多様性をめぐって一」をテー

マとして開催し、計193名 の参加を得た。

基調講演では、採掘・製造、流通・往来

及び居住に関連する文化的景観を扱うこと

の難しさや農林水産業に関連する文化的景

観における生態学的な留意点等について示

された。

基調報告からは文化的景観保護制度と景

観法との関係が改めて整 lBIさ れたととも

に、最新の取組状況を附まえた,果題や今後

の展望などが示された。

重要文化的景観の保護に関する 5つ の事

例報告では、各地域における文化的景観の

意義や制度運用 十二の課題などが示された。

以上の観点を受けて、第 4部 として総合

討議をおこない、文化的景観の価値の提え

方や保護の在り方、またその意義等につい

て検討した。

今回の研究集会を通じて、これまで農林

水産業に関連する文化的景観と、採掘 ,製

造、流通・往来及び居住に関連する文化的

景観とで別々に議論されてきた「文化的景

観Jを 同じテーマのもとで議論することが

でき、圏域レベルでの景観地保護の可能性

という両者の共通点や、本質的価値として

捉えられる視点などの相違点が明らかにな

った。 (恵谷 浩子)

◆古代庭園研究会

2009年 10月 10日 31日

2008年 度は、「平安時代の禁苑と離宮の

庭」と題する研究会を開催した。研究報告

は、内田和伸「宮殿 。苑地配置の思想的背

景」、北田裕行「隋唐長安城の後図と三苑」、

囲下多美樹「長岡京北苑研究の現状」、長

戸満男「神泉苑の調査J、 吉野秋二「日本

古代の禁苑と離宮 J、 古閑正浩「河陽離宮

と周辺の景観」、鈴木忠司 「雲林院跡の調

査」であった。

古代の文献に「囲Jや 「苑」など庭ぼ|を

示す名称は散見されるが、六国史の中での

「苑」は王官に隣接・附属し、天皐や人王

が領有する “禁苑"と して使用されており、

『日本書紀』にみえる「白錦後苑」、F統 日

本紀』の「松林苑J「南苑」「城北苑」、『日

本略紀』の「神泉苑」は意識して区別する

必要性があることが共通認識となった。唐

長安城の大極宮の北部では四海を意匠した

庭が設けられるなど、日本の禁苑の園池の

意匠をみる上で示唆に宮む事例も報告され

た。 (内田和仲)

◆古代東アジアにおける造瓦技術の変遷と

伝播

2009年 3月 14日～15日

束アジアの瓦研究は、近年、文様論にく

わえて製作技術に斎日した研究がかなり進

展しつつあるが、現状ではなお総合的な変

遷観が確立されているとはいいがたい①

そこで、2005年 から4年 間にわたり、科

学研究費補助金 (来盤研究A)の交T・lを 受

けて、中国と朝鮮半島 ,日 本の 4～ 7世紀

の瓦をおもな対rFtに 、各国で製作技法を中

心とする訓査をおこなったc

そして、2008年度は、中F・ I社 会科学院考

占T,「究,)千や韓 ll日立中央陣物館 。田立慶州

博物館 。韓神大学校ほかの協力のもとで過

去 3年 間に実施した現地調査の成果に基づ

き、両国の研究協力者を日本に招聘 して、

奈良文化財研究所で 2日 間にわたる国際シ

ンポジウムを開催した。

中国に関しては、五胡十六国から南北朝

をへて隋唐代までの造瓦技術と地域的特徴

およびその変化、さらに元代にいたる変遷

の大綱を提示した。一方、朝鮮半島につい

ては、高句麗のほか、百済の漢城・熊津・

測洸時代や新羅における造瓦技術の展開を

あとづけた。また、中国から朝鮮半島なら

びに朝鮮半島から日本への伝播の実相に関

するとりまとめもおこなった。

上記の研究成果は、シンポジウムで発表

するとともに、成果報告書『古代束アジア

における造瓦技術の変遷と伝lFF』 として刊

行・配布し、公開を図った。参加者は2日

間で139名 に達し、好評を博した。

(小 i早 毅 )

科学研究費等

◆木簡など出土文字資料釈読支援システム

の高次化と綜合的研究拠点データベースの

構築

代表者・渡辺晃宏 基盤研究 (S)新規

2007年 度まで実施してきた「推論機能を

有する木簡など出上文字資料の文字白動認

識システムの開発」 (基盤研究 (S))の 成

呆 (木簡釈読支援システム「MOkkanshOpJ

と木簡文字画像データベース「木簡字典」)

に基づく新規研究である。

木簡字典を踏まえた知識ベースを構築し、

これをMokkanshopを 踏まえた地理的・空

間的な制約を超えた釈読支援システムに活

用する。そしてその成果を再び知識ベース

に生かして知のηξ環を実現し、日本の木簡

の 7割 を調査してきた機関に相応しい研究

拠点機能の構築を図るのを目的とする。

2008年 度は、Mokkanshopの 検索宇書拡充

とユーザインタフェイスの更改、木簡宇ザ(

のデータの地l「x・ 時代を超えた拡充とその

基礎データの蓄積、及びそのリニューアル

の準術、別途開発した遠構年代繊データベ

ースとの連携、知識データベースとその検

索システムの構築、赤外線撮影に適したシ

ステムの開発、東京大学史料編察所の「く

ずし字字典データベースJと の連携準備作

業などをおこなった。

◆日中古代墳墓副葬品の比較研究

代表者・金田明大 基盤研究 (A)継続
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中国遼寧省、遼西地域の唐墓から出上し

た副葬品について、陶偏に施された彩色顔

料の分析等も含めて調査、検討をおこなっ

た。日本列島の墳墓副葬品等にみられる渡

来系遺物や外来的要素のなかで、中国を源

流とすると考えられるものについては、そ

の当時の各地域間における交流のあり方を

反映して、直接的な場合と韓半島を経由し

た場合があることが明らかになった。

◆古代東アジアにおける造瓦技術の変遷と

伝播に関する研究

代表者・山崎信三 基盤研究 (A)継続

本研究は、古代の中国および朝鮮半島と

日本の瓦について、それぞれの地域ごとに

製作技術の変遷を把握し、国を越えた技術

伝播の様相を解明することを目的としてい

る。最終年度にあたる2008年度は、中国と

韓国の研究協力者を日本に招聘して、 3月
14・ 15日 の両日、国際シンポジウム「古代

東アジアにおける造瓦技術の変遷と伝播」

を開催するとともに、 4年間の研究成果を

冊子として公表した。

◆遺跡出上の建築部材に関する総合的研究

代表者・島田敏男 基盤研究 (A)継続

2008年度は4カ 年計画の 3年 度日で、全

国の出土建築部材データベースの作成を推

進するともに、飛鳥・藤原地区出土の建築

部材および他遺跡出土の建築部材を調査

し、調査を通して出土建築部材の調査手法

の検討もおこなった。また、前年度の研究

集会での討論結果を受けて、調査マニュア

ル的な事例集の作成を目指して作業をおこ

なった。その内容検討のため、全国の研究

者および発掘担当者の方々に集まっていた

だき、研究会を開催した。

◆東アジアにおける家畜の伝播とその展開

に関する動物考古学的研究

代表者・松井章 基盤研究 (A)継続

6月 にアイルランド回ダブリン大学で開

催された世界考古学会議において、世界を

かける湿地考古学 (Wetland Archacology

Across he World)と 題する分科会をアイ

ルランド考古学者と連名で組織し、座長を

勤め、日本および中国の発掘成果について

発表をおこなった。また、 3月 にラオス山

間部の少数民族の、水道も電気もトイレも

無い村に民泊し、焼畑、猪・豚、鶏・赤色

野鶏 (鶏の野生原種)の調査をおこなった。

その期間、豚、大、鶏と共に過ごし、古代

人の生活、斯くありなんの思いを強くした。

◆霊廟建築における荘厳手法の総合的比較

研究

代表者・窪寺茂 基盤研究 (B)継続

本研究は、全国各地の霊廟建築を対象と

した構造・意匠・装飾技法面の調査研究か

ら、霊廟建築の荘厳に関わる設計理論 。手

法を明らかにし、当時の建築文化の実像を

究明することを目的とした。 4年 目にあた

る2008年度は、最終年度に当たる。本年度

は、これまで実施した現地調査の結果を分

析する一方、史料調査等を実施して、研究

成果を報告書に纏めた。本研究による調査

手法・祝点、そして成果が、今後の近世社

寺建築の研究および文化財の修復になんら

かの形で寄与することを期待している

◆打音試験法及びアコースティックエミッ

ション法による石造文化財の劣化診断技術

の開発

代表者・高妻 洋成 基盤研究 (B)継続

打音試験機の打撃装置に改良を加え、打

撃エネルギーの規格化をおこなうことで、

強度に関して有効なデータを得ることがで

きるようにした。アコースティックエミッ

ション法を用いた石造文化財の劣化診断技

術の開発では、長期間、遠隔地においてモ

ニタリングするためにインターネットを用

いる方法を検討した。

◆南都における廃仏毀釈後の資料動態に関

する調査研究

代表者・吉川聡 基盤研究 (B)継続

本研究は、南都の古寺社が所蔵してきた

歴史資料について、本来伝来した場所から

流出した状態で現在保管されている資料群

の性格を明らかにする。 3年 目の2008年度

は、引き続き新修東大寺文書聖教の中村準

一寄贈文書の調査を続行し、最後まで一通

り整理することができた。茶道関係資料な

どを見いだすことができた。また、明治維

新期の日記等を翻亥1し た。さらに、新4笏東

大寺文書聖教のうち、本来東大寺に伝来し

ていた資料群についても整理を進めた。

◆大極殿院の思想と文化に関する研究

代表者・内田和伸 基盤研究 (B)継続

本研究は大極殿院の発掘調査成果を踏ま

え、造営における思想的背景や設計思想な

どを明らかにし、遺構解釈を深め、脈絡の

ある遺跡の見せ方や活用のあり方を探るも

のである。平城宮第一次大極殿院では、宮

殿は宇宙を象り、高御座は地上と天空の結

節点として「天の御柱」を具現している可

能性が高くなった。韓国の慶福宮でおこな

われている「常参議」の再現事業を見学し、

宮殿遺跡の活用の参考となった。

◆マイクロフォーカスXttCTを 用いた

'F破壊年輸年代法による木彫神像の研究

代表者 。大河内隆之 基盤研究 (B)継続

本研究は、マイクロフォーカスXttCT装

置を用いて調査対象の断層画像を撮影し、

得られた画像をもとに非破壊で年輪年代測

定する技術を木造神像彫刻の調査に応用す

るものである。2008年度は、栗東歴史民俗

博物館寄託の神像彫刻群などを奈良文化財

研究所に移送し、同法による非破壊年輪年

代調査を実施した。また同装置による調査

が困難な大型の木彫像については、デジタ

ルカメラで撮影した像表面の画像をもとに

年輪年代調査を実施した。

◆日本初期貨幣史の再構築

代表者・松村恵司 基盤研究 (B)新規

本研究は、近年の出土銭貨資料と文献史

料を基礎に、わが国の鋳造貨幣の誕生と貨

幣制度確立の過程を解明し、新たな視点か

ら貨幣史の再構築を目的とした研究である。

3カ 年計画の初年度にあたる2008年 度は、

宮本銭と無文銀銭、和同開亦に関する研究

史の総括を進めるとともに、平城京出土銭

貨の分析をおこない、銭貨の経済外的使用

法の淵源について考察した。特に条坊側溝

や宮内基幹水路の出土銭貨の分析では、そ

れらが祓えに伴う散銭として使用された可

能性が高まり、散米などの代替物としての

使用が想定された。また平城京内の鋳銭工

房の分析では、各地の鋳銭司へ供給した種

銭を生産した官営工房である可能性が浮上

した。平成21年 3月 7・ 8日 の両日に、研

究集会「出土銭貨研究の課題と展望」を開

催し、弥生・古墳時代から平安時代に及ぶ

出土銭貨研究の論点について、多角的な議

論をおこなった。また研究集会の記録集

「和同開弥をめぐる諸問題 (三)Jを 刊行 し

た。

◆東アジアにおける武器・武具の比較研究

代表者・小林謙― 基盤研究 (C)繰越

新たに公表された資料に基づき、中国に

随唐墓出土資料調査風景
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おける武具の年代観や系譜関係について修

正、再検討するとともに、韓回、日本の武

具の系譜関係についても再検証した。東ア

ジア各地域における武装の相違は、戦聞方

法の違いであり、なかでも、日本では、列

島内における戦間に対処する装備として、

外来の要素を導入しつつ、整えられてきた

状況が明らかになった。

◆日韓出土土器による 3。 4世紀国際交流

の研究

代表者 。次山淳 基盤研究 (C)継続

日本列島の弥生時代終末から古墳時代前

期にあたる 3・ 4世紀において、中国大

陸・朝鮮半島をはじめとする東アジア諸地

域との間にさまざまなかたちの交流があっ

たことは、彼我の多様な考古資料と『魏志

倭人伝』等の文献史料の記載からうかがい

知ることができる。本研究は、考古資料、

なかでも土器を主たる材料として、当時の

日本列島と朝鮮半島の交流のありかたを考

察しようとするものである。今年度は、日

本列島出土の朝鮮半島系土器資料について

分布傾向を中心に検討し、対馬・壱岐をの

ぞく九州以束の西日本において現在までに

公表された朝鮮半島系土器資料77遺跡■83

点余のデータを掲載した『 3・ 4世紀を中

心とする西日本出土朝鮮半島系土器資料集

成』を作成した。

◆蓄積型自然放射線量とX線分析による古

代ガラス・セラミック材質の考古科学的研

究

代表者・降幡順子 基盤研究 (C)継続

古代ガラス・セラミックスの材質調査か

ら、当時の流通・技術伝播や日本国内での

材質の変遷を併せて考察していき、当時の

産業・技術史的な流れを明らかにしていく

ことを目的としている

2008年度は流通や伝播を知る一つの方法

として、国内の 4府 県18遺跡から出上した

弥生時代後期から古墳時代後期のガラス約

1400点 について材質の時代的な変遷や加工

方法の調査をおこなった。主に紺色の着色

材料などに着目して出土遺物の分類をおこ

ない地域的 。時代的な変遷に関するデータ

を得た。イメージングプレー トを用いた

AR法によるガラス材質の迅速な識別化と

しては、PSL値の変動が許容される範囲に

あるかどうかを検証するために、X線分析

結果とのクロスチェックをおこなった。

◆律令国家の国部制成立過程に関する考吉

学的研究

代表者・山中敏史 基盤研究 (C)継続

2008年度は、 7世紀段階の官衛関係遺跡

の発掘調査資料を収集し、掘立柱建物の平

面規模・構造・変遷等についてデータベー

ス化を進め、建物規模・構造等の比較検討

を進め、前期評段階における頻繁な構造変

化の存在を確認した。また、国衝遺跡の初

現期は 7世紀第四半期に遡る例が見られる

が、国衛としての格式を整えた回庁成立時

期は8世紀に下ることを再確認した。また、

弘福寺領讃岐国山田郡田図にみられる山口

郡と香川郡との郡界線比定地などの現地踏

査をおこない、評成立における歴史地理的

環境について検討した。また、『和名類衆

抄』にみえる隣接する郡の共通する名の郷

について地図上でその位置を検討し、それ

らには郡界線を挟んで立地する例が多いこ

とを明らかにし、もともとは地理的に一体

の生活圏にあった地域が、郡界線の設定に

よって人為的に分断され、両郡に故知の郷

名を残すことになったことを推察した。

◆文化的資産としての名勝地の概念とその

適用に関する基礎的研究

代表者・平澤毅 基盤研究 (C)継続

本研究は、記念物の一類型である「名勝

地」について、その概念の具体的資産への

適用と保護の在 り方を検討するための総括

的資料の作成を含む基礎的な研究をおこな

うものである。今年度は、資料の1え集・整

理を進めるとともに、関係機関との協議を

通じて把握した全国的な状況について検討

を行った。また、 4人 の専門家とともに

「文化的資産としての名勝地に関する座談

会」を開催した。

◆青銅製察器の生産と流通からみた弥生時

代の社会変化の研究

代表者・難波洋三 基盤研究 (C)転入

2008年度は、唐古・鍵遺跡出土の鋳造関

係遺物を中心に資料調査をおこなった。そ

の結果、この遺跡では、外縁付鉦 2式から

扁平鉦式新段階にかけて、一対耳四区袈裟

欅文銅鐸が作 られたことが明らかになっ

た。この遺跡で作られた銅鐸群は、製作数

が少なく中心的な群ではないので、唐古・

鍵遺跡での銅鐸生産は一貫して地方的で小

規模なものにすぎなかったと評価できる。

後に倭王権の中枢となる大和は、弥生時代

からすでに他の地域よりも有力であったと

する説がある。しかし、2008年度の研究か

らは、近畿式銅鐸やその成立の核となった

銅鐸群がこの遺跡で作 られたとの見解は、

否定せざるをえない。なお、この研究成果

は、本年度末刊行の唐古・鍵遺跡の調査報

告書に論文として公表した。

◆古代の鉛調整加工技術に関する考首学的

研究

代表者・小池伸彦 基盤研究 (C)新規

本研究は、製品の分析のみでは不明であ

った古代の中央官営工房における鉛調整・

加工技術について究明することを目的とす

る。すなわち平城宮内の工房における鉛の

精錬・精製技術等の有無や内容と変遷過程

を明らかにし、 7世紀後半あるいは平安時

代の鉛関連技術との比較検討を行い、その

系譜をたどろうとするものである。2008年

度は平城宮東南隅出土冶金関連遺物の再検

討を実施した。

機璽‰
平城宮東南隅出土鉛滓

◆東アジアの鉛釉陶器―考古資料にみる鉛

釉陶器生産と唐三彩の影響―

代表者・神野恵 着手研究 (B)中断

2008年度はとくに大安寺出上の陶枕につ

いて、再整理をおこなった。これらの生産

地を考えるうえでの基礎データとして、全

点の実測、写真撮影をおこなった。また、

大安寺の陶枕は罹災により表面が焼けただ

れ、文様が不明瞭なものも多いが、これら

についてコンピュータX線撮影 (CR)を
おこない、一部は文様構成を明らかにする

ことができた。

◆飛鳥藤原出土木簡の資料的検討と官司運

営の復元

代表者・市大樹 着手研究 (B)継続

2007年度に引き続き、飛鳥・藤原地域か

ら出土した木簡の資料的検討を進めた。出

土したばかりの木簡は、『飛鳥・藤原宮発

掘調査出土木簡概報22』 、『木簡研究30』 で

報告した。過去の調査で出上した藤原京木

簡2173点 は、木簡図録『飛鳥藤原京木簡

2-藤原京木簡 1」 にまとめ、高精細の写

真、最新の釈文・解説を提示した。衛門

府・右京職の活動を示す木簡が多数あった

ことから、木簡をもとに官司運営のあり方

を検討し、結論の一部は総説に盛り込んだ。

◆古代東アジアにおける火葬習俗の伝播に

関する基礎的研究

代表者・小田裕樹 若手研究 (B)継続

研究最終年度にあたる2008年度は研究成
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果の発表に重点を置き、大阪歴史学会例会

および中国で開催されたSEAA2008大会に

て研究報告をおこなった。本研究により、

古代東アジアにおける火葬の伝播過程に

は、①仏教を基層とした伝播と②都城制や

「喪葬令」などの律令制度と密接に関わる

伝播の二つがあることを見出した。また、

その背景として僧侶の活動や当時の国際関

係における支配者層の国家意識などが関わ

っていた可能性が高いと考えた。

◆東アジアにおける文化遺産のオーセンテ

ィンティに関する比較研究

代表者・清水 重敦 若手研究 (B)継続

最終年度にあたる2008年度は、韓国及び

中国における文化遺産の保存に関する現地

視察をおこない、回頭発表、学術論文、図

書において、日中韓における文化遺産のオ

ーセンティンティに関する考え方の比較成

果を報告した。韓国については、ソウル崇

礼門 (南大門)火災後調査につき、担当者

との情報交換をおこない、中国については、

山西省北部における歴史的建造物の保存、

修復状況の現地視察をおこなった。

◆倉の立地から見た集落構造とその景観文

化 :群倉型集落を事例として

代表者・黒坂貴俗 若手研究 (B)継続

2008年度は、奄美大島大和村において現

存する群倉の調査をおこなった。加えて村

内全集落において群倉がかつて所在した場

所を聞き取 り調査し、立地特性の分析をお

こなった。これまでに調査をおこなった地

域を併せ、狭脆な集落の土地利用における

群倉の位置付け、生業形態との関係性、そ

れぞれの地域特性について明らかにした。

こうした成果により、未解明であった群倉

について研究を深化させる道筋をつけられ

た。

◆宙代都城儀式の歴史的変遷にかんする研

究

代表者・山本崇 着手研究 (B)継続

本研究は、古代都城の中枢に位置する大

極殿 とそこでおこなわれる儀式の変遷を、

成立から終焉段階までを対象として再検討

せんとするもので、F大内裏図考証」 (1788

年)を 超える史料集の完備とそれを踏まえ

た都城遺跡の活用方法の検討を課題として

いる。2008年度は、既刊史料集 (稿 )を補

訂する史料収集を続けるとともに、申請者

が執筆を担当する大極殿関係刊行物 (2010

年度刊行)の原稿を作成した。

◆定住民と遊牧民における埋葬体系の比較

研究―ヨルダン南部を例として一

代表者・橋本 裕子 着手研究 (B)継続

ヨルダン南部、前期青銅器時代 (EBI期 )

の定住民Bab edh―Dhrが 遺跡出土人骨を観

察し、EBI期 の遊牧民人骨と比較した。本

遺跡の人骨は、骨格が極めて頑丈な集団で、

特に下肢骨は付柱の形成が著しく、筋肉が

強 く発達 した体格をしていた。当地域の

EBI期 では定住民は頑丈型、遊牧民は華奢

型と大別できる。遊牧民のTarat Abydah

ケルン群人骨は、華奢型ながらも下肢の方

が筋発達した体格で、定住民と類似する。

以上から、同時期・同地域の遊牧民は、埋

葬方法や生活様スタイルも多様化 してお

り、また定住民と遊牧民にも類似する生活

スタイルがあった可能性が確認できた。

◆銅鏡にみる古代東アジアの文化交流

代表者 。中川 あや 若手研究 (B)継続

研究 2年 目にあたる2008年度は、平安時

代に日本で主体的に製作された瑞花双鳳八

稜鏡の出土資料集成を行うと共に、全国の

中でも特に集中して出土している栃木県日

光市男体山での資料観察・実測を行い、文

様や法量、鋳上がりが非常に多様な鏡群で

あることを確認した。また、時期的に併行

する韓国高麗時代の鏡の様相について研究

会で回頭発表した。

◆縄文時代における、縄文原体からみた社

会構造変化

代表者・石田由紀子 若手研究 (B)継続

本研究は、縄文土器にほぼ普遍的に存在

する施支具である縄文原体の動向から当時

の社会構造変化を探るものである92年 目

となる2008年度は、昨年度収集した報告書

のデータをもとに、中国地方において資料

調査を実施した。その結果、中津式期では

中期末以来の従来の地域性を保持 しつつ

も、縄文の撚 り方向、および太さの上では

徐々に周辺地域と一体化していることを確

認した。また、研究成果の一部を関西縄文

文化研究会で発表した。

◆木簡の橋文・文字表記パターンの解析・

抽出研究

代表者・馬場基 若手研究 (B)新規

本研究では、個別的・感覚的に指摘され

てきた、木簡の構文パターン・表記・形状

等の特徴を、数値データによる検討を加え、

総合的に整理・抽出し、体系化を試みる。

2008年 度は、釈文データにタグを付し、

画像上の位置情報と連携させるソフトの開

発と、F平城宮木簡』 1～ 6所収木簡のタ

グ付け準備作業を完了した。

◆弥生 。古墳時代における東アジア墳墓出

土鉄製武器の比較研究

代表者・豊島直博 着手研究 (B)新規

本研究は、日本の弥生・古墳時代の墳墓

から出土する鉄製武器の起源を探るため、

中国と朝鮮半島の武器と比較することを目

的とする。2008年 は研究の初年度に当たり、

発掘調査報告書をもとに中国と朝鮮半島の

武器を集成した。

さらに、新たな比較研究の視点を探るベ

く、おもに西日本の吉墳から出上した刀剣

の資料調査をおこなった。刀剣の国産化に

ついて、古墳時代中期が大きな画期である

と考えるに至った。

◆古代工房の復原的比較研究―埴輪・須恵

器・瓦の工房を中心に一

代表者・城倉正祥 若手研究 (B)新規

本研究は、工具痕分析を武器として埴

輪・須恵器・瓦の工房を具体的に復原し、

古墳社会から律令国家成立に向けての主工

業生産の発展を通時的に位置付けることを

目的とする。今年度は主に関東地方を中心

に埴輪・須恵器の分析をおこなった。その

成果の一部は、「北武蔵における埴輪生産

の成立と展開」『古代文化』第60巻第 1号

に論文として、また『埴輪生産と地域社会』

学生社に単著としてまとめた。

◆古代中世東アジアにおける八角塔・八角

堂の構造と意匠に関する研究

代表者・箱崎和久 若手研究 (B)新規

2008年度は日本を中心に八角堂・六角堂

の資料収集をおこなった。群馬県伊勢崎市

の三軒屋遺跡で近年発見された 7世紀後半

～ 9世紀の人角建物は、正八角形でない総

柱の平面をもち、現存建物に見られない形

式だが、寄棟造の校倉と考えられる。現存

する中世までの多角形堂のうち、各辺に直

交する組物を挺出させるのは、輪蔵を含め

ると禅宗様系の 4件だが、安楽寺八角三重

塔を除けば、構造と関係のない見せかけの

組物となる。

奄美大島大和村の群倉
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◆近世建造物の年代測定を目指した日本産

ツガ属の年輪年代学的研究

代表者・藤井裕之 若手研究 (B)新規

ツガ (ト ガ・栂)は古建築の用材として

おなじみの木であるばかりでなく、年輪年

代法の対象として有望視されてきた樹種で

もある。本研究では国産のツガ類における

年輪年代法の実用化をめざし、基礎的事項

の整理と解明をすすめている。2008年度は

現生木の収集を図りつつ、複数の近世建造

物で部材の年輪を計測。パターンの同調性

などを検討した。

◆南都諸大寺の中世寺院への転成週程に関

する建築史学的研究

代表者 。大林潤 若手研究 (B)新規

本研究は、平城京の諸大寺が中世南都の

諸寺院へと変遷していく過程を検討するも

ので、主に伽藍配置や建築の性格を対象に、

建築史学的方法と、発掘調査による知見、

文献史料の検討をおこなうことを課題とす

る。2008年度は南都緒寺院の発掘調査資料

を収集し、データベース化作業を進行して

いる。

◆近代日本における洋風庭園の様式形成週

程と空間デザインに関する研究

代表者・粟野隆 若手研究 (B)新規

本研究は明治・大正・昭和前期における

洋風庭園の様式形成過程と空間デザインを

系統的に整理することを目的とする。本年

度は、近代に刊行された雑誌、絵葉書、写

真帖などを中心に、洋風庭園に関連する史

資料類を収集・整理した。また、近代の外

国人居留地のひとつである函館、長崎の洋

風庭園の現地調査を実施した。以上の成果

は、奈文研公開講演会や京都造園懇談会等

の研究会で報告した。

◆加飾壷の成立・展開からみた古墳祭祀の

創出週程

代表者・廣瀬覚 着手研究 (ス タートアップ)

継続

2007年度の西日本地域に引き続き、2008

年度は東日本地域を中心に加飾壷および関

連資料の集成を実施し、全国的な資料集成

がほぼ完了した。これに基づいて、加飾壷

の型式分類を再検討し、遺跡 (古墳)ご と

の出土状況を整理した。また、瀬戸内地域

を中心に、出土資料の見学調査を実施し、

加飾壷の地域的展開の具体相について考察

を深めた。

◆動物遺存体に残された解体痕跡の基礎的

研究

代表者・山崎健 者手研究 (ス タートアップ)

新規

本研究は、遺跡出上の動物遺存体に残さ

れた痕跡から、その利用目的や解体方法と

いう動物資源利用の実態を論じていくこと

を目的とする。

初年度である2008年度は、北海道でエゾ

ジカ猟に帯同して解体行動の調査をおこな

った。そして、解体されたエゾジカの骨格

標本を製作し、解体行動とその結果として

骨に残された痕跡との相関関係を明らかに

した。研究成果の一部については、考古学

協会や動物考古学研究集会において発表し

た。

雪中でのエゾジカ解体

◆更新世末期の社会変化の研究

代表者・国武貞克 若手研究 (スタートアッ

プ)新規

本研究は、1日 石器時代の移動生活を基本

としたバンド社会から、縄文時代の定住生

活を基本とした部族社会に至る社会変化

を、居住形態の変化を追跡する視点から解

明することを目的としている。2008年 は、

関東地方の旧石器時代の主要な石材産地で

ある栃木県高原山黒曜石原産地遺跡の発掘

調査をおこない、縄文時代草創期の大型の

槍先形尖頭器の製作llLを 検出し、良好な資

料を入手した。また関東地方の主要な1日 石

器時代遺跡から出土した黒曜石製石器の産

地分析をおこない、石材獲得活動の通時的

な変遷を分析するための基礎資料を得た。

◆東大寺の成立過程の研究

代表者・児島大輔 特別研究員奨励費 継続

本研究は、日本美術における古典の形成

期と重なる東大寺の成立過程を明らかにす

ることを目的とする。本年度は東大寺、山

口・阿弥陀寺等の木彫仏の年輪年代測定を

おこなったほか、奈良時代の仏教美術作品

と統一新羅期の作例との比較検討および東

大寺慮舎那仏に献納された正倉院宝物の研

究を中心におこなった。成果として木彫仏

の年輪年代測定結果、正倉院宝物袈裟に関

する論文を発表した。

◆目録学の構築と古典学の再生―天皇家・

公家文庫の実態復原と伝統的知識体系の解

明―

代表者 。東京大学史料編纂所教授 田島 公

(渡辺晃宏)学 術創成研究費 継続

研究補助ツールの充実の一つ として、

『日本古代人名辞典』の増補 。改訂のため

の「木簡人名データベース」の構築などを

担当している。

奈文研木簡データベースからデータを抽

出し、2007年度開発した人名データベース

作成ツールにより編集を開始した。

抽出項目に加え、木簡表記、項目名、よ

み、氏・名、説明、遺構年代、書籍版巻 。

貢などの項目を新たに作成している。 この

うち、遺構年代については、報告書などに

基づく「木簡出土遺構年代観データベース」

を作成し、今後連携を図る予定である。

なお、名寄せの結果、 1万 人程度の古代

人名を立項できるとの見通しを得た。

(渡辺晃宏・古藤真平)

◆徳

'I‖

署軍親族遺体のデジタル保存と考古

学的 。人類学的分析一大奥の実態に迫る一

代表者・独立行政法人国立科学博物館・人類

研究部名誉研究員 馬場 悠男 (松井 章)基盤

研究 (B)新規

寛永寺の谷中墓地の改修に伴い、発掘さ

れた徳川将軍家、特に大奥関係の埋葬者の

研究を科学博物館の人類研究部と共同でお

こなっている。 5月 には発掘中の谷中墓地

を訪問し、遺存状態、副葬品などを観察し、

科学博物館にて打ち合わせの後、取 りあげ

られた遺骨に付着した土壊サンプルを採取

した。好評のNHKの大河 ドラマ「篤姫」に

ゆか りの人物の名前や実際の遺骨もあり、

今後の研究の進展が楽しみである。
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学会・研究会等の活動

◆埋蔵文化財写真技術研究会

2008年 7月 4。 5日 に第20回総会および研究会をおこなっ

た。

づくり」と題するシンポジウムを奈良大学講堂でおこなっ

た。行政担当者からの基調報告があり、パネリスト5名 に

よるパネル討論をおこなった。 (内田 和仲)

◆木簡学会研究集会

2008年 12月 6。 7日 、第30回木簡学会総会・研究集会を

平城官跡資料館講堂において開催した (参加者179名 )。 6

日は総会後、「歌木街とその周辺」と題して、近年注目を

集める万葉歌木簡を総合的に検討した。宮町遺跡 (鈴木良

章氏 (甲賀市教育委員会)。 栄原永遠男氏 (大阪市立大学))、

石神遺跡 (森岡隆氏 (筑波大学〉)、 馬場南遺跡 (伊野近富

氏 ((財)京都府埋蔵文化財調査研究センター))の万葉歌

木簡の事例紹介と、これをめぐる 3本の研究報告 (犬飼隆

氏 (愛知県立大学〉「木簡に「歌」を書くこと」、乾善彦氏

(関西大学)「歌表記の仮名使用」、鈴木景二氏 (富山大学〉

「仮名木簡と墨書土器」)|こ より、新しい木簡の世界を開く

ことができた。

7日 は山本崇「2008年全国出土の本簡」で木簡出土状況

を概観した後、前岡孝彰氏 (但馬国府国分寺館)に よる兵

庫県豊岡市祢布ケ森遺跡 (但馬国府推定地)出土木簡の報

告と、同詩経木簡に関する多田伊織氏 (皇學館大学)の補

足報告、鈴木敏則氏 (浜松市教育委員会)に よる静岡県浜

松市鳥居松遺跡出土木簡の報告があった。なお、会誌『木

簡研究』第30号 を編集 。刊行した。 (担当 :馬場 基)

(渡辺 晃宏)

◆条里制・吉代都市研究会

2009年 3月 7日 ・ 8日 の両日、第25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。 1日 目は「聖武の造営した宮都」をテ

ーマに、小笠原好彦氏「聖武と都城の造営」、森下衛氏

「恭仁宮跡の発掘調査」、佐藤隆氏「後期難波宮をめぐる諸

問題」、鈴木良章氏「紫香楽宮をめぐる諸問題」、渡辺晃宏

「前期平城宮から後期平城宮へ」の報告がおこなわれた。

翌日は、藤原宮跡、高松市屋島城跡、宮城県東山官行遺跡

群、秋田県払田柵跡と周辺条里、ベトナム・ハノイ・タン

ロン皇城遺跡に関する最新の調査研究成果が報告された。

(山本 崇)

7月 4日 :総会 参加者84名 (含委任状)

者61名 「光を見る～自然の光～鎌倉大仏」

氏 ;神奈川県立博物館)

講演「研究会20周年によせて」 (佃 幹雄氏 ;

(牛嶋 茂 ;研究会会長)

。講演 参加

(井上久美子

研究会顧問)

7月 5日 :参加者58名 ・発表「デジタル文化財写真への

みちすじ」 (研究会デジタル部会)

講演「デジタルメディアの耐久性について」 (野島悟氏 ;

パルステックエ業)

講演「ポジフイルムからのモノクロ印刷」 (宮 内康弘

氏 ;岡村印刷工業)

第20回の総会は役員改選にあたり、勝田 徹新会長を選

出した。幹事など執行郡体制も一新して若返 りを図った。

一日目の講演は井上久美子氏による鎌倉大仏の撮影につ

いての講演をいただいた。会場後方には井上氏の大仏写真

を展示し、ミニ写真展とし、会場に花を添えた。

二日日は研究会としての方針転換を示すデジタル部会の

発表「デジタル文化財写真へのみちすじ」と題した部会発

表をおこなった。部会では参加者持ち込みのDSC解像度テ

ス トもおこなった。午後からはメディアの耐久性や白黒印

吊1の現状などこれまでの認識を改めて考え直させ られる講

演を野島氏 。宮内氏からいただいた。

研究会も20回 の節目を過ぎ、新しい体制・スタンスで今

後の文化財写真を担うことが出来る存在で有 り続けたいと

考えている。 (中村 一郎)

◆日本遺跡学会

「遺跡と地域コミュニケーション」をテーマに、2008年

H月 29。 30日 に日本遺跡学会2008年度大会をおこなった。

初日は平城宮跡資料館で木下岡〕氏が「英国における遺跡の

保全と地域コミュニテイの役害!」 と題する基調講演をし、

山中鹿次「歴史遺産を活用したランエング大会の動向と課

題」、佐藤晃―「遺跡整備 。町並み保存からみえるもの」、

持永正夫「語 り継ぐ地域遺産一秩父全体を博物館に一」、

本吉春雄「遺跡を活用した地域おこし―オホーツクの古代

遺跡と博物館を訪ね体験するたび一」、山下史朗「遺跡と

人と地域をつなぐ―兵庫県立考古博物館の取り組み―」と、

各氏からの報告があり、総合討論をおこなった。二日目は、

朝日新聞との共催で「平城宮跡の国営公園化と奈良のまち
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文化庁が実施する宮跡復原整備事業等
への指導・助言・協力等

●平城宮跡の整備

平城宮跡の整備について、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、指導 。助言をおこなった。最大の事業である第一次

大極殿正殿復原事業については、設計・施工・監理業務

に関して協力をおこなっている。2008年 は、設計につい

ては、扁額の復原研究をおこなうとともに、内外の研究

者による扁額検討会を開催 し、扁額の復原設計に姑 して

協力をおこなった。同時に、現在進行中の施工にかかる

指導を随時おこなった。また、2008年 9月 20日 ～ 9月 23

日に文化庁主催で開催 された、第一次大極殿正殿復原工

事現場見学会に協力をおこなった。

なお、第一次大極殿は2009年 3月 現在、棟には金色の

鴫尾 と大棟中央飾 りがあが り、主要な工事はほぼ完了 し

た。2009年 春からは大極殿を覆っている素屋根の解体が

始まり、秋頃にはいよいよその雄姿が現れる予定である。

素屋根の解体後は、壁の仕上げ・彩色や設備工事等、最

終的な仕上げ作業がおこなわれる。秋からは、内部の小

壁 (上部の壁)に、天丼に描かれた蓮の花の原画を描い

ていただいた日本画家の上村淳之先生の手 自らによっ

て、四神および十二支が描かれる。そして、2010年春に

は完成する予定である。

また、平城宮跡の国営公園化にともない、今後整備事

業を推進する国営飛鳥歴史公園事務所に対 しても、整備

計画策定等について資料提供および助言をおこない、協

力をおこなっている。 (島 田 敏男)

2007年度に実施 した石室解体事業に引き続 き、仮整備

の資料収集を目的とした発掘調査を、平成20年 7月 1日

から21年 2月 13日 まで、文化庁の委託事業 として実施 し

た。調査の対象は古墳の南半部で、築造時に造成された

基盤面の南端 と墳丘ならびに丘陵斜面の関係を明らかに

し、墳丘の裾をめぐる周溝の南面の状況を確認すること

に調査の主眼を置いた。また、仮整備事業で昭和49年 に

建設された保存施設を撤去することになったため、撤去

工事の立会をおこない、施設撤去後に墓道部壁面の再調

査を実施 した。

墳丘南東部の調査では、墳丘裾をめぐる幅2.8～ 4mの

周溝を検出し、直径23mの 円墳 とした平成16年度の墳丘

復元案の妥当性を追認 した。周溝の南端は、丘陵下に広

がる谷水田の造成時に大 きく削 り取 られていたが、その

開削面で、周溝に注 ぐ石詰め暗渠を発見 した。石詰め暗

渠は、石室をはさんで東西対称の位置にあ り、石室の周

囲にコの字型に配置されている模様。墳丘南西斜面では、

大規模な地滑 りの跡を発見するとともに、古墳本来の形

状が失われていることを確認 した。また、開削面で、古

墳築造時に埋め立てられた谷の存在を確認 し、古墳の築

造に際 して、大規模な地形の改変と造成がおこなわれて

いる事実を明らかにした。

以上のように、今回の調査では、古墳築造時の南面の

姿を明らかにすることはできなかったが、古墳の残存状

況が明らかになるとともに、旧地形や古墳の築造工程に

関する貴重な資料を得ることができた。  (松 村 恵司)

12月 1日 )



0キ トラ古墳出土遺物の調査研究

キ トラ古墳関係の事業では、石室内外より発掘調査に

よって出土 した遺物に対 して、分析 と保存処理、および

展示活用のための作業を進めた。

石室内から出土 した琥珀玉に関しては、産地等の分析

を引き続 き進めるとともに、劣化が著 しいものに対 して

保存修復をおこなった。また、刀装具は復原品の作成を

行い、展示活用に備えた。

石室内外より出土 し、保存処理が完了した石室石材破

片については、接合と修復作業を行い、石室南壁の欠損

部分として復原 した。石室内面にあたる部分には、漆喰

が残存 している箇所がそのまま見られる。また、西壁 と

の接合部の面取 りもよく観察できる。これは仮設保護覆

屋内で管理され、一般の人には見ることのできない石室

の実物資料として、展示活用の重要な材料である。これ

に関しては記者発表をおこない、藤原宮跡資料室で公開

した。 (玉 田 芳英)

発掘調査現地説明会・見学会

◆2008年 6月 フ日(土 )

平城第431次 (平城宮第一次大ITR殿 院南面回廊)発掘調査

都城発掘調査部 (平城地区)考古第二研究室   森川 実

参加者人数 :8M人  調査面積 :630∬

◆2008年 6月 30日 (月 )～フ月2日 (水 )

飛鳥藤原第 153次 (藤原宮朝堂院朝庭)発掘調査の現場公開

参加者人数 :965人  調査面積 :約 1,650だ

◆2008年 9月 27日 (■ )

飛鳥藤原第 153次 (藤原宮朝堂院朝庭)発掘調査

都城発掘調査部 (飛鳥。藤原地区)考古第二研究室 小田 裕樹

参加者人数 :953人  調査面積 :約 1,650∬

◆2008年 9月 28日 (日 )

平城第432次。436次 (平城宮第一次大極殿院西面回廊)発掘調査

都城発掘調査部 (平城地区)考古第一研究室  和田 一之輔

参加者人数 :728人  調査面積 :936∬ (432)、 880∬ (娼6)

◆2009年 2月 14日 (土 )

飛鳥藤原第 156次 (石神遺跡第21次 )発掘調査

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)考古第一研究室 青木 敬

参加者人数■,611人  調査面積 :480∬

キトラ古墳盗掘孔
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2石Ifl多・指導と教育

埋蔵文化財担当者研修と指導

文化財の保存・活用を推進 し、国民に対するサービ

スの向上をはかるため、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。

2008年度は、一般研修 1課程、専門研修13課程の合計

14課程の研修を開催 した (2008年 度埋蔵文化財担当者

研修課程の一覧参照)。研修の多 くは、講義を主体とし

たものであるが、遺物の診断調査 (X線撮影・分析)か
ら保存4多理に至る過程について、一貫 した実習を取 り

入れた研修なども好評であった。研修総日数139日 、研

修生総数170名であった。一般研修については、2008年

度をもって廃止する予定である。

企画調査部及び各研究部局では、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、出土遺

物の保存修理、遺跡の保存、遺跡整備等に関しての指導、

助言等の協力をおこなっている。2008年度の主な指導・

協力について一覧を別表に掲載した。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

をはじめ遺物の材質・構造調査や遺跡の保存環境調査、

遺跡の保存整備に関する調査、年輸年代測定などの受

託研究や共同研究も進めている。

京都大学 (大学院)との連携教育

京都大学大学院人間・環境学研究科共生文明学専攻―

文化・地域環境論講座の文化遺産学分野の客員教員と

して 6名 (山中敏史・松村恵司・窪寺茂・肥塚隆保・

松井章 。大河内隆之)が、それぞれ修士課程の環境考

古学論・文化遺産学演習及び文化・地域環境基礎論等

を担当し、博士後期課程では、全員が共生文明学特別

研究や文化遺産学特別演習を担当した。

授業では、都城・寺院・官衛・集落遺跡を対象とし

た考古学や、建築史学、年輪年代学、保存科学、環境

考古学などの講義・演習 。実習等をおこない、各分野

所属の院生 (修士課程 2名、博士後期課程 9名 )の教

育指導にあたった。

奈良女子大学 (大学院)との連携教育

奈良女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻文

化史論講座の客員教員として、小林謙― (客員教授)、

次山淳 (客員准教授)及び渡邊晃宏 (客員教授)がそ

れぞれ、「日本考古学の諸問日 、「歴史考古学特論」、

「歴史資料論」を担当し、博士後期課程の大学院生の

指導をおこなった。

いずれも、飛鳥地域、藤原宮・京跡、平城宮・京跡

などの遺跡の発掘調査、瓦や土器、木製品、木簡をは

じめとする遺物の調査研究に密着 した授業であり、大

学における通常の授業では経験できない、奈文研なら

ではの特色ある教育を実践した。

2008年度 日本各地の遺跡。建造物等に関する指導・協力二覧 倭員の委嘱を受t)ているもの)

(岩手)志 波城跡 平泉遺跡群     1  社奥書院庭園       |(醐 山城郷北新造院跡 医光寺庭園

億功  多賀城跡             1僚 者D 恭仁宮跡 井手町内遺跡 京都府近代和風建 |は島)府 中市備後団時跡

鶴島)宮 畑遺跡                 1    築 本願寺御影堂厨子 大覚寺 元離宮二条 |(岡山)第 二次山陽遺跡 備中松山城跡

14/1利  馬屋久保遺跡 上神主・茂原官衡遺跡 長者 1    城建造物 長岡宮跡 宇治川大閤堤遺跡   |(山口)下 関市史跡

ケ平官衛遺跡附東山遺跡 高原山黒曜石原産 |(大阿  新堂廃寺等 百済寺跡 和泉資金塚古墳   |(徳島) 阿波国分尼寺跡 藍住町勝端城鮎跡

僻働 些尋轡暫跡 上野国新EBM庁跡   1鱒

)手

与言§醤

磨

尋響ζ暑

跡

和晉吊昆B遺4陽書 1閣

い

詐

(兵庫)法 隆寺領播磨国鶴荘史跡 新宮宮内遺跡 茶 |(香,ID 丸亀城跡 快天山古墳 屋嶋城跡 中寺廃寺

醐  常陸回衡跡 水戸市史跡等         1     野磨駅家跡 大中遺跡 三ツ堀略寺跡    |(愛媛) 久米官衛遺跡群

(神奈ナIり 下寺尾七堂伽藍跡             |(条 鶴  旧大乗h庭園 平城京左京三条二坊宮跡庭国 |(福岡) 大申荷史跡 鴻帳館跡 三雲遺動等

(M・l 塩尻市伝統的建造物群 りげ醍切卜      1     中宮寺跡 巣山古墳 橿原市伝統的建造物群 |(佐賀) 天狗谷窯跡 東名遺跡群

雌 )恵 那市伝統的建造物群 関ケ原古戦湯    1    大安寺旧境内 森家住宅 赤土山古墳 宇陀 |(長崎)原 の辻遺跡 庵島海底遺跡

(静岡)新 居関跡 遠江国特 跡         1    市松山地区伝統的建造物群 五條市イ斎舶1建 1伏知  名勝耶馬渓

(愛知) 名古屋城跡 歴史の里           1     造物辞                  |
(三重) 伊勢国府跡・伊勢国分寺跡 斎宮跡 亀山市 |(和歌山)熊野古道藤白坂 紀イ到碓訴との丘

伝統的建造物群 諸戸氏庭園        |(鳥 取)妻 木晩田遺跡 伯者古代の丘 栃本廃寺跡

(滋賀) 大津市伝統的建造物群 下之郷遺跡 多賀神 1     青谷上寺地遺跡
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2008年度 埋蔵文化財担当者研修課程一覧

区分 課  程 実施期日 定 員 対   象 内   容 担 当 室 研修日数 1込者郵藍講者郷

一
般

研
修

遺物観察
調査課程

8月 18日

ぞ

9月 12日
12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

各種の遺物調査に必要な
基礎的知識と技術の研修 遺跡・調査技術研究室 26日 12名 12名

専

研

修

保存科学 I

(無機質遺物)

課程

5月 13日
々

5月 21日
10名

地域の中核となる地方公

共団体の埋蔵文化財担当
職員若しくはこれに準ず
る者

遺物・遺構の保存科学的な

調査法および保存修復修
理に関する基礎知識と技
術の習得を目指す研修

保存4獅 究室 9日 6名 6名

保存科学Ⅱ
(有機質遺物)

課程

5月 21日
ぞ

5月 29日

10名

遺物・遺構の保存科学的な

調査法および保存修復修
理に関する基礎知識と技
術の習得を目指す研修

保存修復科学研究室 9日 9名 9名

掘立柱建物・

礎石建物遺構
調査課程

6月 9日
?

6月 13日

12名

古代の掘立柱建物・礎石建

物遺構の調査に関して必

要な専門的知識と技術の

能

文化遺産部 5日 13名 13名

文化財写真 I

(基礎)課程

7月 7日
?

7月 23日
10名

埋蔵文化財調査における写真業務
のうち、高品質な写真資料作成に
必要な知識と観察眼を自黒暗室処
理実習を中心に習得する研修

写真室 17日 9名 9名

文化財写真Ⅱ

(応用)課程

7月 23日

ぞ

8月 6日

10名

埋蔵文化財調査における写真業務の

うち、撮影から写真プリント制作ま
での実習を通して資料写真制作に必

要隷職騎附を習徹脇制歩

写真室 15日 6名 6名

鉄製武器類
調査課程

10月 6日
ぞ

10月 10日

10名

弥生時代から奈良、平安時

代にかけての鉄製武器類
の調査研究に必要な専門
白9鰍卯

考古第一研究室 5日 13名 13名

遺跡測量課程

10月 20日
ぞ

10月 31日

12名 遺跡の測量に必要な専門
的知識と技術の研修

遺跡・調査技術研究室 12日 5名 5名

遺跡地図
情報課程

11月 18日
ぞ

11月 21日

16名
埋蔵文化財の調査研究ヘ

のGISの応用に関する

基礎的知識の研修

文化財情報研究室 4日 15名 15名

自然科学的
年代決定法
課程

12月 1日

t

12月 5日

12名

年輪年代法とCW刊篭則定法
を中心とする、自然科学的手

法による年代測定に関する

専門的知識と技術硼

年代学研究室 5日 6名 6名

中近世
城郭調査
整備課程

12月 11日
!

12月 18日

20名
中近世城郭の調査研究と

整備に関して必要な専門
的知識の研修

景観研究室 8日 31名 29坊4

報告書
作成課程

1月 14日
ぞ

1月 23日

16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る研

修

企画調整室 10日 23名 23弯彗

寺院遺跡
調査課程

2月 2日
?

2月 6日

12名
寺院遺跡の調査に関して

必要な専門的知識と技術

魏

文化遺産部 5日 16名 16名

生物環境
調査課程

2月 17日
?

2月 25日

12名

環境考古学の基幹を構成す
る生物環境分野の最新の研
究法と、その成果について
の専門的知識と技術の研修

環境考古学研究室 9日 9名 8名
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3展示と公開

3展示と公開

飛鳥資料館の展示 平城富跡資料館の展示

◆春期特別展「キトラ古墳壁画十二支―子・丑・寅―」

2008年 4月 18国～6月 22日

2008年度はキ トラ古墳壁画の十二支獣頭人身像のう

ち、保存状態の良い、子・丑・寅の 3体を、 5月 9日

から25日 まで展示 し、春期特別展として、十二支に関

する標記の展示を行った。記念講演会は文化庁主催で、

5月 17日 に「キ トラ古墳の壁画をめぐる諸問題」と題

しておこなった。

◆夏期企画展示「飛鳥古寺巡礼」

2008年 8月 ]口～8月 31日

夏期企画展示は「飛鳥古寺巡礼」と題 して、 8月 1

日から8月 31日 までの間、飛鳥の古寺の最近のたたず

まいの様子を写真で展示した。

◆秋期特別展示「まぼろしの唐代精華一黄冶三彩窯の考

古新発見―」

2008寄三10月 17日～ 12月フロ

秋期特別展示は「まぼろしの唐代精華―責冶三彩窯

の考古新発見一Jと 題して、10月 17日 から12月 7日 ま

で展示をおこなった。本展は、これまで研究所におい

ておこなってきた、河南省文物考古研究所との国際共

同研究の成果発表の場 として計画した。河南省支物考

古研究所から、唐三彩を中心とする90点余 りの遺物を

拝借 して展示を行い、期間中の10月 18日 にシンポジウ

ムをおこなった。

◆冬期企画展示「飛鳥の考古学 2008」 発掘調査速報展

2009年 2月 3日～3月 1日

冬期企画展示では、例年行っている飛鳥の発掘成果

展である「飛鳥の考古学 2008」 発掘調査速報展を、 2

月 3日 から3月 1日 までおこなった。

通年の常設展のほかに、以下のような特別企画展 1

作、速報展 2件、合計 3件の展示を実施した。

◆特別企画展「地下の正倉院展―長屋王家木簡の世界」

2008年 10月 21日～11月 30日

長屋王家木簡の発掘20周年を機に、木簡約60点 を展

示した。展示内容は全期間を通して、 5つのテーマ (「長

屋王とその家族」、「長屋王家を支える人々」、「長屋王と

食卓」、「長屋王家の経済基盤」、「長屋王家木簡と日本語」)

にわけ、 2週間ごとに、展示替え、およびギャラリー

トーク (10月 26日 、11月 9日 、11月 23日 )を実施した。

◆速報展「平城宮東院地区中枢部の調査(平城第423次 )」

2008年4月 22日～5月 25日

現地説明会 (2008年 1月 19日 )以降の調査検討の成

果について、遺跡写真パネル、遺構図面、出土土器・

瓦などにより展示した。

◆速報展「平城宮東方官衝地区の調査(平城第429次 )」

2008年 7月 1日～8月 31日

現地説明会 (2008年 3月 30日 )以降の調査検討の成

果について、遺跡写真パネル、遺構図面、灯明皿・唐草

文鬼瓦などの出土品、木簡写真などで展示 した。

特別企画展「地下の正倉院展―長屋王家木簡の世界」

2008年度 入館者数

飛鳥資料館 (有料)*観 覧料の詳細は61頁 平城宮跡資料館 (無料 ) 口 計

84,608メ、 92,597ノに 177,205)、
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解説ボランティア事業

平城宮跡を訪れる観光客に案内や解説をおこなう「平

城宮跡解説ボランティア」事業を1999年 10月 から実施

している。

ボランティアの募集はこれまでに 4回おこなわれ、

2009年 3月 31日 現在128名 (1期生45名、 2期生20名、

3期生37名、 4期生26名 )が登録されている。ボラン

テイアに登録された者は所定の研4夢 を受けた後、各人

概ね月 2～ 3日 の活動をおこなっている。

2008年度は、 1日 当り7～ 10名 が毎日 (休館日をの

ぞ く)、 平城宮跡資料館、遺構展示館、東院庭園、朱

図書資料・データベースの公開

(図善〉

図書資料室では、文化財資料のナショナルセンターと

なるべ く、歴史 。考古学分野をはじめ、巾広く文化財関

係の書籍及び写真資料を収集している。また、本庁舎図

書資料室は一般公開施設と位置づけて公開しており、所

外の研究者および一般の方々に図書・雑誌及び展覧会カ

タログ等の閲覧・複写のサービスをおこなっている。遠

隔利用 については、国立情報学研究所の提供する

NACC遜Ⅲ上を通じて複写サービスを実施している。

また、研究所の刊行物についても、機関リポジトリを

作成し、画像データとしてインターネット公開をおこな

っている。

<データベース>
本研究所では、文化財情報の電子化をおこない、文化

財関係の各種データベースを継続的に作成している。公

開するデータベースは全てWebブラウザでの検索及び閲

覧が可能で、麟 度は4943千件のアクセスを得ている。

雀門、第一次大極殿復原工事現場の公開施設等を拠点に、

延べ 8万 3千余名に解説をおこなった。

この解説ボランティア事業は、文化庁の「文化ボラ

ンティア通信」をはじめマスコミ、奈良県のHP、 観

光情報誌等に何度も採 り上げられ、熟達した高度な文

化解説に来訪者からのお礼の手紙が多く寄せられている。

また、ボランティアの高い学習意欲と熟意により、「ボ

ランティアだより」を作成している。

奈良文化財研究所は、ボランティア全員に活動着を

配布するほか、ボランティアの知識向上に資するために、

に、研究所員による速報展等の説明会や学習会を開催

する等、積極的な支援をおこなっている。

2008年度 平城宮跡解説ボランティア活動状況

ボランティア

活動のべ人数

解 説 を受 け た 来 訪 者 の べ 人 数

団  体

個  人 計
学  生 一  般

27,302 19171 37,012 83,485

公開データベースー覧
2008年度
アクセス件数

木簡データベース

木簡画像データベース 【木簡字典】

全国木簡出土遺跡・報告書データベース

軒瓦データベース

遺跡データベース

地方官衛関係遺跡データベース

古代寺院遺跡データベース

官衛関係遺跡整備データベース

斜面保護データベース

発掘庭園データベース

Archaeologically Excavated Japanese Gardens

OPAC(所蔵図書データベース)

報告書抄録データベース

薬師寺典籍文書データベース

大宮家文書データベース

学術情報リポジトリ

21,111

37,194

1,238

1,591

18,232

1,661

65

917

748

1,281

1,122

262,409

4,852

994

503

139,129

合 計 493,047
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4その他

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 修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 巧匠安阿弥陀仏快慶 (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Ⅲ

内裏地域の調査 (1963)

第17冊 平城宮発掘調査報告Ⅳ

官衛地域の調査 2(1965)

第18冊 月ヽ堀遠州の作事 (1965)

第19冊 藤原氏の氏寺とその院家 (1967)

第20冊 名物裂の成立 (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34冊

第35冊

第36冊

第37冊

第38冊

第39冊

第40冊

第31冊 飛`烏
・藤原宮発掘調査報告Ⅱ(1977)

第32冊 研究論集Ⅳ (1977)

第33冊 イタリア中部の一山岳集落における民家調査

報告 (1977)

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

第52冊

第53冊

第54冊

平城宮第二次大極殿院の調査 (1992)

西隆寺発掘調査報告書 (1992)

平城宮朱雀門の復原的研究 (1993)

平城京左京二条二坊 。三条二坊発掘調査報告

―長屋王邸・藤原麻呂邸の調査―(1994)

第55冊 飛鳥・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)
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4その他

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

長屋王家・二条大路木簡を読む (2000)

第62冊 史跡頭塔発掘調査報告 (2000)

第63冊 山田寺発掘調査報告 (2001)

第64冊 研究論集 XⅢ

中国古代の葬玉 (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

東アジアの古代都城 (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

第69冊

第70冊

吉備池廃寺発掘調査報告

百済大寺跡の調査 (2002)

平城宮発掘調査報告XV
東院庭園地区の調査 (2002)

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 タニ窯跡群A6号窯発掘調査報告書

一アンコール文化遺産保護共同研究報告集―(2004)

第74冊 古代庭園研究 I(2005)

第75冊 研究論集XV
中国古代の銅剣 (2006)

第76冊 法隆寺若草伽藍跡発掘調査報告 (2006)

第77冊 日韓文化財論集 I(2007)

第78冊 近世瓦の研究 (2008)

第79冊 平城宮第一次大極殿研究 1 基壇・礎石編 (2008)

第80冊 平城宮第一次大極殿研究 4 瓦・屋根編 (2008)

奈良文化財研究所史料

第 1冊 南無阿弥陀仏作善集 (複製)(1951)

第 2冊 西大寺叡尊伝記集成 (1953)

第 3冊 仁和寺史料 寺誌編― (1963)

第 4冊 俊乗房重源史料集成 (1964)

第 5冊 平城宮木簡一 図版・解説 (1966。 1969)

(平城宮発掘調査報告 V)

第 6冊 仁和寺史料 寺誌編二 (1967)

第 7冊 唐招提寺史料第一 (1970)

第 8冊 平城宮木簡二 図版・解説 (1974。 1975)

(平城宮発掘調査報告Ⅷ)

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4笏理記録Ⅲ(1976)

第12冊 藤原宮木簡一 図版・解説 (1977)

第13冊 日本美術院彫刻等4笏理記録Ⅳ (1977)

第14冊 日本美術院彫刻等4笏理記録 V(1978)

第15冊 東大寺文書目録第一巻 (1978)

第16冊 日本美術院彫刻等修理記録Ⅵ (1979)

第17冊 平城宮木簡三 図版・解説 (1979)

第18冊 藤原宮木簡二 図版・解説 (1979)

第19冊 東大寺文書目録第二巻 (1979)

第20冊 日本美術院彫刻等4笏理記録Ⅶ (1980)

第21冊 東大寺文書 目録第三巻 (1980)

第22冊 七大寺巡礼私記 (1981)

第23冊 東大寺文書 目録第四巻 (1981)

第24冊 東大寺文書 目録第五巻 (1982)

第25冊 平城宮出土墨書土器集成 I(1982)

第26冊 東大寺文書目録第六巻 (1983)

第27冊 木器集成図録一近畿古代編―(1984)

第28冊 平城宮木簡四 図版・解説 (1985)

第29冊 興福寺典籍文書目録第 1巻 (1985)

第30冊 山内清男考古資料 I(1988)

第31冊 平城宮出土墨書土器集成Ⅱ(1988)

第32冊 山内清男考古資料 2(1989)

第33冊 山内清男考古資料 3(1991)

第34冊 山内清男考古資料 4(1991)

第35冊 山内清男考古資料 5(1991)

第36冊 木器集成図録一近畿原始編―(1992)

第37冊 梵鐘実測図集成 (上 )(1992)

第38冊 梵鐘実測図集成 (下 )(1993)

第39冊 山内清男考古資料 6(1993)

第40冊 山田寺出土建築部材集成 (1994)

第41冊 平城京木簡一―長屋王家木簡―(1994)

第42冊 平城宮木簡五 図版・解説 (1995)

第43冊 山内清男考古資料 7(1995)

第44冊 興福寺典籍文書目録第 2巻 (1995)

第45冊 北浦定政関係資料 (1996)
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第46冊 山内清男考古資料 8(1996)

第47冊 】ヒ魏洛陽永寧寺 (1997)

第48冊 発掘庭園資料 (1997)

第49冊 山内清男考古資料 9(1997)

第50冊 山内清男考古資料10(1998)

第51冊 山内清男考古資料H(1999)

第52冊 地域文化財の保存4多復 考え方と方法 (1999)

第53冊 平城京木簡二―長屋王家木簡ニー(2000)

第54冊 山内清男考古資料12(2000)

第55冊 法隆寺古絵図集 (2001)

第56冊 法隆寺考古資料 (2001)

第57冊 日中古代都城図録 (2002)

第58冊 山内清男考古資料13(2002)

第59冊 平城宮出土墨書土器集成Ⅲ(2002)

第60冊 平城京条坊総合地図 (2002)

第61冊 輩義黄冶唐三彩 (2002)

第62冊 】ヒ浦定政関係資料 松の落ち葉 (2002)

第63冊 平城宮木簡六 図版・解説 (2003)

第64冊 平城京出土古代官銭集成 I(2003)

第65冊 ゴヒ浦定政関係資料 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― (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 畿内産暗文土師器関連資料 I西 日本編 (2004)

第73冊 黄冶唐三彩窯の考古新発見 (2005)

第74冊 山内清男考古資料16(2005)

第75冊 平城京木簡三一二条大路木簡一―(2005)

第76冊 評制下荷札木簡集成 (2005)

第77冊 平城京出土陶硯集成 I(2005)

第78冊 黒草紙・新黒双紙 (2006)

第79冊 飛鳥藤原京木簡一 図版・解説 (2006)

一飛鳥池・山田寺木簡一

第80冊 平城京出土陶硯集成Ⅱ―平城京・寺院 T(2006)

第81冊 高松塚古墳フォトマップ資料集 (2008)

第82冊 飛鳥藤原京木簡二 図版・解説 (2008)

一藤原京木簡一一

第83冊 興福寺典籍文書目録第四巻 (2008)

第84冊 山内清男考古資料17(2008)

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`烏 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 (1979)

第 7冊 日本古代の鴫尾 (1980)

第 8冊 山田寺展 (1981)

第 9冊 高松塚拾年一壁画保存の歩み―(1982)

第10冊 渡来人の寺一桧隈寺と坂田寺―(1983)

第H冊 飛鳥の水時計 (1983)

第12冊 河ヽ建築の世界一埴輪から瓦塔まで―(1983)

第13冊 藤原宮 ―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J烏寺 (1985)

第16冊 飛鳥の石造物 (1986)

第17冊 高葉乃衣食住 (1986)

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 仏舎利埋納 (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 飛′鳥藤原の文様を追う(1994)
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第28冊 蘇我三代 (1995)

第29冊 斉明紀 (1996)

第30冊 遺跡を測る(1997)

第31冊 それからの飛鳥 (1998)

第32冊 UT△MAKURA(1998)

第33冊 幻のおおでら一百済大寺 (1999)

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 (2000)

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)

第44冊 東アジアの古代苑池 (2005)

第45冊 キ トラ古墳 と発掘された壁画たち (2006)

第46冊 キ トラ古墳壁画四神玄武 (2007)

第47冊 奇偉荘厳 山田寺 (2007)

第48冊 キ トラ古墳壁画十二支一子・丑・寅―(2007)

第49冊 まぼろしの唐代精華

一黄冶唐三彩窯の考古新発見―(2008)

飛鳥資料館カタログ

第 1冊 仏教伝来飛′烏への道 (1975)

第 2冊 飛鳥の寺院遺跡 1-最近の出土品 (1975)

第 3冊 明日香の仏像 (1978)

第 4冊 桜井の仏像 (1979)

第 5冊 高取の仏像 (1980)

第 6冊 橿原の仏像 (1981)

第 7冊 飛鳥の王陵 (1982)

第 8冊 大官大寺―飛鳥最大の寺―(1985)

第 9冊 高松塚の新研究 (1992)

第10冊 飛鳥の一と一最近の調査から―(1994)

第11冊 山田寺 (1997)

第12冊 山田寺東回廊再現 (1997)

第13冊 飛鳥のイメージ(2001)

第14冊 古墳を飾る 音乗谷古墳の埴輪 (2005)

第15冊 うずもれた古文書

一みやこの漆紙文書の世界一(2005)

第16冊 飛鳥の金エー海獣葡萄鏡の諸相―(2006)

第17冊 飛鳥の考古学2006(2006)

第18冊 「とき」を撮す一発掘調査と写真―(2007)

第19冊 飛鳥の考古学2007(2007)

第20冊 飛鳥の考古学2008(2008)

その他の刊行物 (2008年度)

奈良文化財研究所紀要2008

奈文研ニュースNo,29

奈文研ニュースNo.30

奈文研ニュースNo.31

奈文研ニュースNo.32

埋蔵文化財ニュース134

埋蔵文化財ニュース135

埋蔵文化財ニュース136

埋蔵文化財ニュース137

平安時代庭園に関する研究 2

-平成19年度古代庭園研究会報告書―

Hamlet Survey Report Duong Lam Village Ha Tay

Province Sostahst Republic of Viet Nam

古代地方行政単位の成立と在地社会

遺跡情報交換標準の研究 2

出雲大社境外社建造物調査報告書

遺跡の保存管理・公開活用と指定管理者制度

―平成19年度遺跡整備・活用研究集会 (第 2回 )報告書―

金属工芸史の研究

地下の正倉院展―長屋王家木簡の世界一

※ ( )内は発行年度
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人事異動 (2008.4.卜2009,3.31)

●2008年 4月 1日 付け

副所長

企画調整部長

兼・企画調整部写真室長

文化遺産部長

都城発掘調査部長

埋蔵文化財センター長

兼・埋蔵文化財センター年代学研究室長

山崎

小林

山中

丸奔本寸

肥塚

敏史

恵司

隆保

管理部管理課長            仁木 俊二

管理部文化財情報課長         平石 憲良

管理部管理課課長補佐 (兼 )庶務係長   廣中 保彦

管理部管理課課長補佐         清水  尚

管理部業務課施設係長         志野愛由美

管理部管理課庶務係          井手 真二

管理部管理課用度係          大村 尚江

管理部業務課研4分・事業係        三本松俊徳

企画調整部企画調整室長        小池 伸彦

文化遺産部歴史研究室長        吉川  聡

文化遺産部遺跡整備研究室長      平澤  毅

都城発掘調査部考古第一研究室長    難波 洋三

埋蔵文化財センター保存修復科学研究室長 高妻 洋成

文化遺産部主任研究員         清水 重敦

都城発掘調査部主任研究員       山本  崇

都城発掘調査部主任研究員       箱崎 和久

都城発掘調査部主任研究員       市  大樹

都城発掘調査部主任研究員       降幡 順子

兼。埋蔵文化財センター保存修復科学研究室

埋蔵文化財センター主任研究員     金田 明大

埋蔵文化財センター主任研究貝     大河内隆之

文化遺産部遺跡整備研究室       栗野  隆

都城発掘調査部考古第一研究室     国武 貞克

都城発掘調査部考古第一研究室     廣瀬  覚

都城発掘調査部考古第一研究室     青木  敬

都城発掘調査部遺構研究室       高橋知奈津

埋蔵文化財センター環境考古学研究室  山崎  健

都城発掘調査部考古第二研究室任期付研究員 加藤 雅士

都城発掘調査部考古第一研究室特別研究員

都城発掘調査部考古第二研究室特別研究員

文化庁文化財部付

大阪教育大学管理部経理課長

奈良工業高等専門学校事務部長

京都大学人間・環境学研究科専門員

京都大学医学部附属病院経営管理課専門員

京都大学施設環境部施設活用課専門職員

京都大学総務部人事企画課

●2008年 9月 1日 付け

埋蔵文化財センター保存I歩復科学研究室特別研究員

●2008年 10月 1日 付け

都城発掘調査部遺構研究室

都城発掘調査部史料研究室特別研究員

●2009年 2月 16日 付け

企画調整部任期付研究員

都城発掘調査部任期付研究員

●2009年 3月 31日 付け

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

定年退職

辞職

辞職

辞職

木村

若杉

金井

石坪

山田

藤田

山本

久保

延原

理恵

智宏

健

辰男

耕一

徹

博

慶史

由紀

辻本典志一

鈴木 智大

井上  幸

成田  聖

加藤 雅士

山崎 信二

西村 博美

小林 謙一

山中 敏史

千田 剛道

西口 壽生

飯田 信男

窪寺  茂

市  大樹

関度 尚世
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2008年 度 2009年 度 (予定額 )

文部科学省からの運営費交付金 (人件費を除 く) 971,548 962,102

施設整備費 0 146,800

自己収入 (入場料等 ) 29,332 29,625

計 1,000,880 1,138,527

予算等

予算 (予定額)

土地と建物

科学研究費補助金にoo9年鋼 6日現在)

受託調査研究

単位 :千 円

単 位

単 位 :千 円

千 円単 位

土  地 建 物 (建面積/延面積 ) 建 築 年

本館地区 8,86013 2,75425/6,754.86 1964年イ也

平城宮跡資料館地区 ※ 10,630.53/16,149.67 1970年イ也

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区) 20,51503 6016.41/9,477.43 1988年イ也

飛鳥資料館地区 17,092.93 265730/4,403.50 1974年イ也

※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
2008年 度 (参 考)2009年 度

件 数 金  額 件 数 金  額

基盤研究 (S) l 37,310 1 20,020

基盤研究 (A) 4 38.480 3 47,580

基盤研究 (B) 6 22,880 4 16,380

基盤研究 (C) 7 9,880 7 9,230

若手研究 (B) 16 20.436 23,010

若手研究 (ス ター トアップ) 3 4,264 2 3,107

特別研究員奨励費 1 1,100 1 1,100

区 分
2007年 度 2008年 度

件 数 金  額 件 数 金  額

研  究 17 71,973 14 40,283

発  掘 10 27,460 6 53,865

計 27 99,433 20 94,148

57



4その他

職員一覧

剣 岡 降解韻 ―
平石憲良

鋼 言脹
多 昭彦

徊朝司鏃
(兼)肥塚隆保

文化遺産部長
小野健吉

蜘 雛
(担)[平]井上和人

|

副部長
(担)[藤]深澤芳樹

埋蔵文化財センター長
松井 章

課長補佐
度中保彦

清水 尚

紺 鋼 眼 ―一 一 一 譜 謝 佐
東 博信      今西康益

離
―(兼)度 中保彦

会計係長
江川 正

用度係長 ――――

柳生弘和
専門職員
松本正典

大西和子 岩永恵子

新宮恵子ィ松森左千子

井野由宜子 山口由佳

港 悦子′幸田恵呈子
(育)竹田恵美

係員
大村尚江

難

輸 順

鞠 鰻

研修・事業係長 ――係員
石田義則
麟
志野愛由美

事務補佐員 永井和代

|,桶卸辱謝鋼司 屏効鶏聖鰐着ミ  |
|(併)今西康益 志野愛由美 |

事務補佐員 岡本倫子 内海真理

事務補佐員 伊藤久美ィ上野文絵

特別研究員 [藤]木村理恵

特別研究員 E藤]若杉智宏

特別研究員 [藤]石田由紀子
任期付研究員 [藤]加藤雅士
特別研究員 [平]古藤真平 井上 辛

|※ [平]は平城地区を示す。   |
|[藤]は飛鳥・藤原地区を示す。

|

!量 藍 萎 野 :_|
事務補佐員 [藤]吉剛佐和子

技能補佐員 [藤 ]木寅貢志 山田昇司

(兼)任期付研究員 成田 聖

事務補佐員 大谷照子 米川まち子

辻本あらた

三本松後徳

言圃昭腰
飯田信男

緋I
普及・資料係長
桑原隆佳

図書・情報係長
大田 仁

専門職員
車井後也

小池仲彦

森本 晋

杉山 洋

(兼)森本 晋

(兼 )杉山 洋

(兼 )肥塚隆保

加藤真二

工

甜智   F扁

'テ

i萩1ユ嘉ヨ軍路警:弓素

`7を

1

(育 )西 田紀子 月羽崇史      任期付研究員 成田 聖

専P日職員 [藤 ]井上直夫       技能補佐員 [藤 ]岡田 愛

専門職員 牛嶋 茂 ――主任 中村一郎 技能補佐員 鎌倉 綾

H
歴史研究室長    吉川 聡

建造物研究室長   島田敏男

景観研究室長    清水重敦

遺跡整備研究室長  平澤 毅

――― 恵谷浩子

――― 粟野 隆

[平]難波洋三――― [平 ]因武貞克 ′芝康次郎

[藤]隣瀬 覚 青木 敬

[藤]玉田芳英一―― [平]神野 恵ァ森川 実 城倉正祥

E藤 ]4ヽ 田裕樹

[藤]次山 淳――― E平 ]林 正憲 森先―貴

[藤](育 )中 川あや 高田貫大

[平]渡遷晃宏――― E平]浅野啓介

[平]箱崎和久――― [平]大林 i関 鈴木智大

[藤]黒坂貴裕 番  光

高橋知奈津

[平]今井晃樹
イ
馬場 基

[藤]降幡順子 豊島直博 山本 崇

専門職員 (兼 )[藤]松本正典

=笥

亡鬱再―誦汗ク整室輩員

考古第二研究室長

考古第三研究室長

史料研究室長

帥 篠

主任研究員

鱒 糊 究畠長

蜘 懸

年十雄剥鴨議長

」言三,,I・ 司 膏I【雪EI'ご

'H,IJ千

,βこ:皇 :1:記

主任研究員

高奏洋成― 脇谷草一郎            特別研究員 辻本典志一
(兼)降幡順子          積3れF糠蒔穆掻莉學嘔力 =~~~i
(兼)松井 章 ―一 山山1 健  |ざ生)戸麦洋成_唆幡」E■ _艶管 三吐 |

大,可内隆之

小i畢 毅

金田明大

奈良文化財研究所長
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公開施設 Facil�es Open to the

公開施設 Faci‖ ties Open to the Pubiic

Public

奈良地区 Nara Area

平城宮跡資料館
Nara Palace Site Museum

1959年 から継続されてきた発掘調査によって出土 したさまざまな

遺物や、建物の復原模型を展示しながら、平城宮についてわかりや

すく説明しています。また、毎年度の発掘調査の速報展も実施します。

改装のため2009年6月 1日～2010年3月は閉館させていただきます。
7AN 開/休館日を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16100ま でX無料)

休館日/月曜日(月曜が祝日の際は、その翌日)、 年末年始
お問合わせ/奈良文化財研究所管理部文化財情報課 :0742-30‐ 6753・6フ56

遺橋展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖

発掘調査でみつかった遺構をそのまま

見ることができるほか、第一次大極殿

や内裏の復原模型を展示しています。

公開、休館 日とも平城宮跡資料館と

同様。

朱雀門
Suzaku Cate

朱雀大路に向かつて開く平城宮の正門。

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問合せ先 :文化庁平城宮跡等管理事務所 0フ 42‐32-5106

1 藤原地区 Fttiwara Area

藤原宮跡資料室
Exhibition RooR1 0f Fuiiwara lmperial Site

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地 区)が、飛鳥や藤原

地域でおこなう宮殿、寺院、古墳などの調査研究の

成果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、平城京に移つた後の姿などに

ついて遺物や模型・パネルで説明しています。

公開/平口9:00～ 16:30(無 料)

休館口/国民の祝日・体日、年末年始、土、日
お問合わせ/都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区):0744‐ 24‐ 1122

飛鳥地区 Asuka Area

飛鳥資料館
Asuka HistoHcal Museum

日本に仏教が伝わった6

世紀から藤原に都が移つ

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/休館日を除く毎日9:00～ 16:30(入館は16:00ま で)

観覧料/個人‐般260円、大学生130円、小・中・:謳と及び18才未満翻

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、展示替え期間中

特別展情報/春と秋には飛鳥に関連したテーマの特別展を実施

(特別展会期中Iよ無料)

お知らせ/解説をおこなつています。(事前申込制、無料、平日のみ)

お問合わせ/飛鳥資料館:0744‐ 54-356]
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藤ユ」奎寄粥震 Ch「 onological Table

710 712 720 724 729 737 740 741  742 744 745 752 754 757 764 770 773 780 784 794 809 824 864

関連年表 Chronological Table
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関 連 人 物 (生 没年 ) Historic menlorial(year Of birth/death)

奈 良 時 代 N ara Period

推 古 天 皇 (554-628)Empttss Suiko

聖 徳 太 子 (574-622)Pttnce sh醜 oku

山 背 大 兄 皇 子 (‐ 643)Pttncc Yamashiro no 5e

蘇 我 入 鹿 (‐ 645)soga no「 uka

物部守屋 ←587)Mononobe no Mo百 ya

草 壁 皇 子 (662-689)町 ince Kusakabe

高 市 皇 子 (654-696)Pnnce Takechi

天 武 天 皇 (631?-686)Emperor Tenmu

持 統 天 皇 (645-702)Empttss」 砒0蘇 我 馬 子 (-626)so9a no umaKo

天 智 天 皇 (626-671)Empertt Tetti 長 屋 王 (68牛 729)Pttncc Nagaya

藤 原 不 比 等 (659-720)Fttmatt nO FuhК o

山 上 憶 良 (660-733)Yamanoue no Okura

大 伴 旅 人 (665-731)otomo nO Tab‖ o

桓 武 天 皇 (737-806)Empero「 Kanmu

聖 武 天 皇 (701-756)Emperw Shδ mu

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

孝 謙・称 徳 天 皇 (718-770)Empress KOken

遭 鏡 (-772)Pttest DOkyO

藤 原 仲 麻 呂 (706-764)Fttlw∬ a no NakamaЮ

吉 備 真 備 (693-775)K b no Mambi

鑑 真 (688-763)肘 iett」 ianzhen(Gattin)

行 基 (668-749)Pnest sy。 附

平 城 天 皇 (774-824)Emp針 。「日e tte

最 澄 (766-322)Pnest sachδ

空 海 (77牛 835)Pr ett KOka

65

大 伴 家 持 (718-785)otomo no Yakamochi

中 臣 鎌 足 (614-669)Nakaom卜 nO‐ Kamata百

僧 曼 (‐ 653)肘 iest Min
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所在1也  Location

所在地 Locadon

奈 良 地 区
Nara Area

奈良文化財研究所本館
Headquarters of institute

630-8577奈良市二条町2-9-1

管理部   管理課    Te10742-30-6733
業務課     Telo742-30-6フ 39
文化財情報課 Te10742-30-6753

企画調整部 文化遺産部 埋蔵文化財センター

Tet0742-30‐6852
都城発掘調査部 (平城地区)Te10742-30-6832
2-9‐ 1, Nlo―chO,Nara City 630-3577」apan

ホームページhttp://www.nabunken.go.jp

Fax 0742-30-6フ 30
Fax 0742-30-6730
Fax Oフ 42‐30-6750

Fax 0742-30-6841
Fax Oフ 42-30-6830

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)

Department oflmpenaI Palace sites investigations(Asuka/Fu∫ ,wara)

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 Histottcal Museum

634-0102奈良県高市郡明日香村奥山601
Te1 0744-54-3561/Fax 0744-54-3563
601,Okuyama,Asuka Village,Takaichi Countゝ Nara Prefecture 634-0102」apan

i―mOde月∃  http://asuka.nabunken.ip/i/
j‐ phOnett  http://asuka.nabunken jp/j/

ezwebtt   http://asuka nabunken.jp/ez/

飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fujlwara Area

66



表紙 :平城宮東方宮衝地区出土 檜扇

東方官衛地区の東西約1lm× 南北約7mの上坑

から出土した檜扇。檜の薄板を綴じた扇である。

ごみ穴跡と考えられるこの上坑からは多量の木簡、

木製品が出土したが、なかでも檜扇が良好な状態

で多数出土 し注 目される。大型のもので長さが

30cm、 小型のもので18cm。 閉じた状態で出土し

たものが多く、人名などの墨書があるものもある。

要紐や綴じ紐が残っているものもあり、従来詳細

が不明であった奈良時代の檜扇の製作方法などを

解明し得る良好な資料である。

CoveriCypress folding fans recovered from the
eastern government office compound
area,the Nara palace site

Thesc cypress foldin8 fans were recovered tom

he pit rnettu哩 7 m lrom nばh to souh and ll m

from east to west at he castern gove― ent offlce

compound area.Many wooden writing tablets and

wcJoden implements werc rccovered tom he pit,

whk】l is supposed to have been used for a garbage

hole.Among hem,it is notewortty血� many
cypress folding fms were preseⅣ ed ■l good

condition.Largest one measures 30 cm,and曲 試

one measllres 18 c■ l m leng血。 Most of them

rernained folded when unearthed.A number ofthem

have  ink  inscriptions  of  personal  nalnes.

Suri説唱ly,SOme examples were preserved with

theと p�otal and sewng string&Ths dis∞ very orers

a strong clue for understanding the manufacture

method of cypress folding fran in he Nara penod,

which has not ever been悦 �雨錮 iln detail.
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