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平城京と平城宮

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

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ました。

羅城門から約75メ ー トル幅の朱雀大路が通 じ、

そこには柳や挽 (え んじゅ)を 植えて街路樹 としていました。

人口は10万 人ほどと考えられてお り、

約6,500人 が平城宮につとめた官人でした。

当時の日本の総人口が推定600万人。現在の20分の とですから、平城京は巨大都市だったといえるでしょう。

奈良時代の歴史を知る上で、この平城京の調査は欠かすことができません。
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デ導

The Nara Capital and Palace

Thc Nara capital(710-784)was an ancicnt a caphal

spanning the areas ofthe lnodern cities ofNara and Yamatok5riyama

Designed after the Tang Chinesc capital ofChangan,

it、vas built with broad and narrO、v streets forming a grid

Vヽith the Nara palace atthe center ofits northern cnd,the capital was travcrsed

frOm the R菊5mon gatc to the south by Suzaku avenue,

75 meters、 vide and lined、vith willow and pagoda trees

The population is estimated at approxilnately 1 00,000,

and as many as 6,500 bureaucrats were held to、 vOrk atthe Nara palacc

As the tOtal population ofJapan atthe time is cstimated att around 6 inilhOn,

or one― twentieth of its tanodcrn tevel,

the Nara capital、vas truly a greatltaetropolis in its day

The investigaOon ofthe Nara capital sitc is indispensable

for kno、ving the history ofthe Nara period as a、 vhole
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特別史跡
The Nara Palace Site,a Specal

朱雀大路
Suzaku Avenue

朱雀門
Suzaku Gate

壬生門
Mibu Gate

兵部省
Ministry of Milttary Attairs

o長蔀督
Ministry of Personnel Affairs

C)中央区朝堂院
Central State HaHs Compound

°竃諾艦 I Audbにe脚

O轟蚕酵章誕te Hdtt compound

央誓曹            ①
Great Thanksgiving Sen′ ce Ha‖

第二次大極殿         0
Latterimperial Audience Ha‖

内裏
lmpena Domicile

宮内省 (推定 )

Min stry ofthe impe� al Household(p「 esumed)

遺構展示館
Excavation Site Exhibition Ha‖

平城宮跡資料館
Nara Patace Site Museum

平城宮跡
Historic Site



石汗究所の役害」と組織  Role and Organization of insutute

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

するための機関です。

奈良は南都 と呼ばれる古都で、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。そして、1960年 代か

らは、平城宮跡の保存問題を契機に、平城地区と

飛鳥 。藤原地区で宮跡などの発掘調査と研究を進

めてきました。その成果は、古代都城の形成に関

する国内外の研究や学術交流に活かされています。

また、当研究所は、全国各地や世界の貴重な遺

跡や遺物を守 り、さらに、それを活用するための

基礎 となる、文化財の保存 。修復・整備に関する

研究にも力を入れています。

このほか、地方公共団体等の埋蔵文化財調査担

当職員や海外の研究者を対象とした研修や、国内

外の機関との共同研究も、数多 く実施しています。

昨年、平城宮跡では遷都1300年 を記念したさま

ざまな行事が催され、これに合わせてリニューア

ルした当研究所の平城宮跡資料館や、飛鳥資料館

へも、多 くの方々が来訪されました。これらの施

設での研究成果や調査成果の公開や情報発信 も、

当研究所の重要な仕事です。

事業内容 cuttural Hetttage DMsion

記録が

伝えない

歴史の事実

Discovering historical

facts previously

unknownfЮm
wntten records

次の世代に

伝える文化財

千ansmitting cultural
pЮ perties to

future generations

Outline of the institute

The Nara National Research lnstitute for Cultural

Properties is an Organization committed to comprehensive

research on cultural heritage,Nara is an ancient capital,

kno、vn as“Nanto"(southern capital),haVing a、 vealth

of ancient architecture and historical、 vorks of art;the

lnstitute、vas established to research these materials in

comprehensive Fashion, Since the question of the Nara

palace site's preservation rose up in the n� d-1950s,the

lnstitute has advanced full― scale excavation and research

at both he Nara and F� iwara palace sites.The results

of these efforts have been utilized bon domestically and

internationally in research and in acade■ �c exchanges

regarding the development of ancient capitals

Also, techniques for preservation, restoration,

and presentation, developed by the lnstitute for the

conservation of precious cultural properties,have been

utilized for sites and artifacts throughout Japan and across

the world.This year,at the Nara palace site,follo、ving

he reconstruction of the Suzaku Cate,that of the Fo111ler

1lmperial Audience Hall、vas completed.Further,the

lnstitute serves as a center for ttaining programs targeted

for foreign researchers and local pubhc agency personncl

in charge of buried cultural propcrties management who

participate in archaeological excavation,and for joint

research、 vith other organizations both in Japan and

abroad.

文化遺産の

総合研究

Conducting comprehensive
cuitural heritage research

古代を

いまに活かす

Giving new“ fe

to ancient remains

発掘調査

研  究
Excavation

文化遺産

研  究
Research

ド艦
保 存

Conservation



奈良文化財研究所
Nara Nat onal Research instltute for
CulturaI Properties

研究所の組織 organizadon of the hsutute

研究支援推進部
Depanment Of

Research Suppon

and PЮ mouon

総務課
Adminislrat on Divis on

総務係
Adminislrat on Secdon

財務係
F nancial Attairs Seclion

施設係
Fac‖ mes sedbn

経営戦略係
Management Stralegy seclion

広報企画係
Pub“c PIanning SecHon

文化財情報係
Cuhura Propeny m fOrmalbn Seclbn

宮跡等活用支援係
Paace Sile Management Support

都城発掘調査部

(飛鳥・藤原地区)担当
AgentfortheAsuka Ftt waraArea

飛鳥資料館担当
Agentforthe Asuka Histonca Museum

企画調整部
Department of PIanning&

Coordinalion

文化遺産部

都城発掘調査部
Depanment OlimpenaI Palace Siles

invesugaliOns

埋蔵文化財センター
Center lorArchaeo ogical operalions

飛鳥資料館

企画調整室
PIanning&Coordinaliott Seclion

文化財情報研究室
Dala&intormadon Secdon

国際遺跡研究室
Internalional Cooperalion Seclion

展示企画室
Exh bhion Seclion

写真室
Photography SecHon

歴史研究室
H〔10nca Document SecHon

建造物研究室
A「chtteclura Hislory Secdon

景観研究室
Cuhural Landscape Sedion

遺跡整備研究室
She Stab ttat on Seclon

考古第一研究室
Archaeoiogy secHon l

考古第二研究室
Archaeology Secdon 2

考古第三研究室
Archaeology Secdon 3

史料研究室
Hislory Seclion

遺構研究室
ArchilecluraI Fealure Seclion

保存修復科学研究室
Conservalion Science Seclion

環境考古学研究室
Env ronmenta Archaeology seclion

年代学研究室
Daling Seclon

遺跡・調査技術研究室
Archaeological Research Methodology Sectton

学芸室
CuraloHal Secdon

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

本部事務局
National institutes for Cultural

Heritage Secretariat

TNM 東京国立博物館
Tokyo National Museum

京都国立博物館
Kyoto National Museum

釣 諄民旨解協韓um

編 脅 藉椰M蛉側m

東京文化財研究所
National  Research  institute  for
CutturaI Propenies,Tokyo

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

Asuka Hislottca 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!烏保存問題に関する国の施策の

一環として、1970年の閣議決定に基づいて飛鳥資

料館が設置されました。また、1974年には国上開

発に起因する埋蔵文化財問題に対処する方策の一

つとして、埋蔵文化財センターが設置されました。

その後、省庁の再編者の政府の行政改革推進の

方針に基づき、府省に所属する研究機関も再編成

され、文化庁に附属する東京国立文化財研究所 と

奈良国立文化財研究所の二つの研究機関は2001年

4月 に統合 し、独立行政法人文化財研究所となり

ました。さらに、2007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 Cultural

Prpperties was founded in 1952 as an auxiliary

organization ofthe National Comnlission for Protection of

CulturaI Properties,血e predecessor ofhe currcnt Agency

for Cultural Affairs,、 vith a view to conducting research

on cultural properties.At the tiine of its inception,the

lnstitute had three research divisions, specializing in

history9 archittcture,and art,as well as a General Affairs

Division. The growing necessity to protect the Nara

palace site led to he inception oftte Division of Hejo

Palace Site lnvestigations in 1963.In 1973,the E〉 ivision

of the Asuka/F� iwara Palace Site lnvestigations was

established,and in 1973,the Asuka IIistorical Museum

、vas estabhshed, prompted by a Cabinet resolution made

in 1970 as pai ofthe govemment's efforts to preserve he

cultural properties ofthe Asuka area,In orderto help meet

the demand for rescue excavations conducted by local

govcrnments,the Center for Archacologica1 0perations

was established in 1974 to train local excavators and

provide advices to local auhorities.

As part ofthe Japanese(3ovemment's reforn inhiatives,

national research institutes belonging to government

■linistries and agencies are undergoing reorganization.

Consequently,the National Research lnstiture for

Cultural Properties,Tokyo,and the Nara National

CulturaI Properties Research lnstiture、 vere integrated and

reorganized as branches ofthe lndependentAdninisttative

lnstitution in Apri1 2001.Furtteち in Apri1 2007,the Nara

National Research lnsitute rbr Cultural Properties became

one unit of the lndependent AdH� nistrative lnstitution

National lnstitute for Cultural Hentage,created through

a merger with he 14dependent Administrative lnstitution,

National Muscurns.



■1952年 /昭和27年4月

文化財保護委員会の附属機関として奈良文化財研究所
(庶務室・美術工芸研究室・建造物研究室・歴史研究
室)を奈良市春日野町50番地に設置

■1954年 /昭和29年 7月

奈良国立文化財研究所と改称

■1960年 /昭和35年 10月

奈良市佐紀東町の平城宮跡に発掘調査事務所を設置

■1963年 /昭和38年4月

平城宮跡発掘調査部を設置

■1968年 /昭和43年 6月

文化庁が発足 その附属機関となる

■1970年 /昭和45年4月

平城宮跡資料館を開館

■1973年 /昭和48年4月

会計課・飛鳥藤原宮跡発掘調査部・飛鳥資料館を設置

■1974年 /昭和49年4月

庶務部 (庶務課・会計課)と埋蔵文化財センターを設置

■1975年 /昭和50年 3月

奈良県高市郡明日香村奥山に飛鳥資料館を開館

■1980年 /昭和55年4月

美術工芸研究室を奈良国立博物館の仏教美術資料研究
センターに移管

■1980年 /昭和55年 4月

庁舎を奈良市二条町に移転

平城宮跡発掘調査部・埋蔵文化財センターを庁舎に移転統合

■1988年 /昭和63年 8月

飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎を橿原市木之本町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

韓 梃 :揺 郡 靴 辞 電 縄 卸 露 笛
Architecturc Research D� isiOn,and Art Rcscarch Di� siOn,at
50 1Casugano―cho,Nara.

■July 1 954

The lnstitute was oFflcially narncd thc Nara NatiOnal Cultural

Propcrties Rcscarch lnstitutc.

■October 1 960

撒 越 離 龍監毬二阻 饂 :釦
記h hC

■Ap耐11963

撒 1認 :お

n tt H"O函
“
e sitc h(� 解 iO郎 瑯

■June 1968
The Agency for Cultural
lnstitute undcr its cOntrol.

Affairs was estabLshcd, with thc

■Ap� 11 970

The Nara Palacc Site Museum Opencd.

■Ap面11973
Thc DivisiOn ofAsuka/Fttiwara Palace Sitc hvestigations and

the Asutt Hiざ tOrical Museum were cstablished.The lnstitutc's
AccOunting SectiOn was alsO establshed.

■Ap両:1974
Thc Depattment Of Gcncral Affairs and the Centcr fOr

たhacO10sc工 OperatiOns wcrc cstablished.

■March 1975
The Asuka HXtOnctt Museum Opened at Okuyama,in thc

vllage Of Asuka,Nara prcfccture.

■Ap両11980
Thc Art Rcscaにh D�isiOn transfcrrcd tO thc Rcsearch Ccnter

fOr Buddhist Art,OFthc Nara National Muscum.

■Ap両 12001
The Nationtt Rcscarch lnstitutc fOr Cultural Propertics,Nara,

was granted thc status OfindcPendcnt adHinistrativc institudon.

■Apni 2007
1t became the lndepend Ad■ inistrativc lnstitution National

lnstitute lbr Cultural Heritagc,Nara National Rcsearch

lnstitute for Cultural Properties

■Ap百11980

撥辮}葛熱桜韓灘t熊報整ギ
■August 1 988

A new hcadquarters building、 vas built FOr the Division

露熾よ定見V評留桑Sギユ責艶盈
is蹴

:を,ns疵
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企画調整部

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

関する調査研究の中核的な拠点として情報の収

集 。発信等に努め、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、地方自治体

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、飛鳥資料館、平城宮跡資料館等

の展示の充実を中心に、奈良文化財研究所の研究

成果の公開普及に努めます。

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。

Departrrlent of F⊃ lanning and
Coordination

The Department of Planning and Coordination
is responsible for the comprehensive planning and

coordination of lnatters related to research conducted

by the Nara National Research lnstitute for Cultural

Properties and also promotes public utilization of

the results. In addition, it fosters the collection and

disse■�nation of information as a national center for

research relatcd to cultural properties conservation,and

providcs expert cooperation and advice to national and

regional public institutcs while also coordinating joint

research prttectS With them.The cooperation fur� shed

to the Agency for Cultural Affairs'proJect for preserving

and utilizing the murals of the Takamatsuzuka and Жとitora

tombsis one ofthe good examples.

For the execution of these pro」 ects,the department has

ive Sections,、vith the following duties divided among

hem.
The Planning and Coordination Section is tesponsible

for the planning and coordination of training programs

directed at employees of regional public institutions,and

for providing support and advice regarding archaeological

excavations and cultural pЮ peコら/cOnseⅣation conducted

by regional government and other organizations
throughout the nation.

The Data and lnformation Section maintains and

enhances he lnstitute's infoHnation systenl,and gathers9

maintains,and provides data and materials relatcd to

cultural prope嚇 .

The lnternational Cooperation Section plans,
coordinates,operates,and manages aspects of academic

exchanges, technical training, and international

cooperation to foreign countries,such as AFghanistan,

Cambodiaぅ and lraq.

The Exhibidon Section distributts the resuh of lnstimte

research publicly through the exhibitions at the Asuka

r【istOrical〕 VIuseunl and the Nara Palace Site Museum.

The Photography Section produces and manages
photographs related to cultural propetty.It also develops

ne、v technology 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、遺跡・庭

園等の文化遺産に関し、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、典籍文書等の書跡資料や歴史

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等の南都諸大寺

をはじめ、近畿地方を中心とした諸寺院での調書

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、絵図や板木等について

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

遺構の分析等による建築遺産の調査研究を進める

とともに、歴史的建造物・伝統的建造物群の関連

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、各地の歴史的建造物等の保存

修理や、平城宮第一次大極殿院等の建物復原に協

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、2004年 に文化財として加わっ

た文化的景観の諸概念等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

取組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、遺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、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

等、庭園の歴史および保存4笏理等に関する調査研

究もおこなっています。

Departi¬ent of Cultural Heritage

The Department of Cultural IIeritage has four sections;

the Historical Document,the Architectural History,

the Cultural Landscape, and the Site Management
Sections,throughout、 vhich it conducts specialized and

comprehensive research with regard to cultural lnaterials

such as historical documents and other、 vritten materials,

historical and traditional buildings,8ardens and cultural

landscapes,and archaeological and historical sites.

The Histo� cal pocument Section is engaged in the

research of historical documents such as books and oher

、vritten materials.For historical documents,catalogs

and photographic records are being made at Kofuk� i,

Yakushtti,and Other mttortemples in Nara and around he

Кこinki region,and it promotes the publication ofthe、 〃orks,

For other、 vritten materials,items such as drawings and

、voodblock carving are also investigated.

The Architecturat rlistory Section conducts research on

architectural heritages through investigations of various

types of extant structures as、 vell as through analyses

of archacological features,and also collects,organizes,

and publicizes materials related to architectural cultural

properties and groups of historic buildings.The results of

hese activities are apphed to conservation and restoration

of architectural culturat heritages in the country and the

cooperative work for the reconstruction of the Former

lmperial Audience Hall compound at the Nara palace

site,as、 vell as cooperative research for conservation of

architectural heritages overseas.

The Cultural Landscape Section conducts ttndamental

research on several aspects of cultural landscapes,which

is a ne、 v category of cultural property adopted in 2004.

It also collects and organizes the results of conservation

activities fbr cultural landscapes,caries out fleldworks for

case studyЪ and conducts cooperative research contributing

to conservation poncy such as lnaking a rnaster plan,

The Site Stabilization Section conducts research on the

management system for proper conservttion of a variety

of archaeological and historic sites.It promotes utilization

of information by publication and making database of

research materials related to site management activities

cattried out throughout the country9 and also utilizes this

information and experience in providing cooperation to

regional pubhc institutions engaged in site management.

It also caコ ries out investigation for the history of Japanese

gardens and for conservation and restoration ofthe historic

gardens.For the purposes,it organizes and pubhcizes the

database ofarchaeologically excavattd garden sites.

8



箋           抵
歴史研究室 三徳山三仏寺 (鳥取県)の古文詈調査

Historical Document Section:Researching historical documents at
Sanbutsui temple(Tottori prefecture)

景観研究室 四万十川流域 (高知県)の文化的景観調査

Cuitural Landscape Sect on:invest gating cuitural landscapes of the

Shim9nto river basin(K6chi prefecttlre)

＼、

一

,

農跡整備研究室 遺跡整備・活用研究集会 (第5回)(2011121～ 22)

S te卜訓anagement sect on:The 5th Conferance on Conservat on and
卜謝anagement of Archaeological Sites(」 anuary 21-22,2011)
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建造物研究室 国宝法隆寺金堂の取外 し古材調査圧縮

Arch tecturat History Section: lnvest gating old arch tectural「 nembers removed from
the Kond6(main haH)Of H5rytli temple,a Nat onal Treasure
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都城発掘調査部 (平城地区)
Department oflmperial
investigations(Heila)

奈良盆地には平城京と藤原京という二つの古代

都城遺跡があ ります。陪h城」の本来の意味は、

城壁で囲まれた首都のことで、中国由来の用語で

す。中国大陸では城壁つまり羅城で囲まれた首都

は、紀元前1800年 ころの殷王朝の時代にすでに出

現 しています。わが国では 7世紀の後半にはじめ

て都城が建設されます。それが四角形の平面プラ

ンをとる藤原京ですが、その直前の飛鳥地域に不

定形の都城があったとみる説もあります。

日本における都城の出現とその後の変転の歴史

は、 7世紀から8世紀にかけての激動する東アジ

ア世界の中で、国家を確立していく歴史の流れの

重要な軌跡として追究していく必要のある、古代

史上の大きな研究課題です。

平城京は和銅 3年 (710)か ら廷暦 3年 (784)

までの74年間、わが国の首都でした。1965年 に、

のちに平城宮第二次大極殿院と理解されることに

なる回廊の一画で行われた「平城宮跡第 1次調査」

以来、2011年 3月 に至るまで、都城発掘調査部平

城地区が担当した発掘調査は平城京内外で合わせ

て1000次 (回)を超えます。

発掘調査に際しては、考古学、文献史学、建築

史学、庭園史学それに保存修復科学や年輪年代

学、環境考古学等の考古科学等、当研究所の擁す

る様々な分野の研究者が共同して遺跡の解明作業

にあたっています。

わが国において国家が形づ くられる時期の政治

的中心地であった都城の研究は、古代史を解明す

る上で重要な位置を占めています。これまでに幾

多の研究成果を積み重ねてきましたが、そうした

研究活動は国内外をとわず高 く評価されていると

ころです。また、近年強調されるようになってい

る文化的国際協力という面においても、平城京等

の古代都城についての調査研究を通じて蓄積した

見識や技術を活用して、多くの貢献を果たしつつ

あります。

Palace Sites

There are怖 Ю sites in he Nara basin,he Nara(He巧 5)

ano he F� iwara Capitals,hat are ancient cities refered to

as tt6.The original meaning of呵 5,a Chinese俺血,WaS
a capital enclosed by a、 va11.In China,、 valled capitals had

already appeared by he time ofhe Shang dyna改 んarOund

l,800 BCE.In Japan the arst capital was built in the latter

halfofhe sevenh cen岬_F� iwata Was a true capital city

、vih a rectangular horizolltal plan,although some heories

hold that inllnediately preceding it the Asuka district

served as an iregularly― shaped capital.

The story of the emergence of the capital city and

its subsequent change in Japan must be studied as an

important thread in he history ofthe stateis establishment,

in the l■ idst of the turbulent East Asian world from the

sevenh into he eightt centuries,and constitutes a mttor

topic for research in ancient history.

Nara was the nationis capital for 74 years,from 710

to 784. Since Excavation No. l at the Nara palace site

was conducted in 1965,on pan of the rOOfed gallery of

what would later be understood as the Second lmperial

Audience Hall Compound,the Department of lmperial

Palace Sites lnvestigations(He苅 5)has cOnducted
excavations in and around the Nara capital rnore than l,000

times up to MErCh 2010.

In the conduct of an excavation,researchers with the

lnstitute in he various flelds of archaeology9 documentary

history,architectural history9 garden historyЪ  plus ields

of archacology science such as conservation science,

dendrochrOnologッЪ and environmental archaeolo8,Ъ  jOin

togeherin he task ofetucidating the nature ofthe site.

Research on he capitals that、 vere the political centers

for the period in、 vhich the Japanese state took shape

holds a vital place in the illumination of ancient history.

While the research results、 vhich have accunaulated thus

far are numerous,hese research act� ities are highly rated

bott domestically and abЮad.In he area ofi� emational

cultural cooperation as wen,which has been emphasized

in recent years,Inany contributions are being realized

through utilization of the knowledge and techniques

accumulated during investigations of ancient capital cities,

such as the Nara capital.

10



研究所の役害」と組織 Role and organization of institute
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平城宮東院地区の調査

Archaeological excavat on in the Eastern Palace sector

監十■ ,■二|.

香国東塔院回廊の調査

Archacological excavat on of the Eastern Pagoda cioister at Kasusa shrine
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平朔京左京三条―坊の井戸跡

Remains of a weH in EЭ st F rst彬へyard on Th rd Street of

the Nara capital
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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

「飛鳥 。藤原」地域は、わが国古代国家成立期の

歴史的な舞台であり、 6世紀末から8世紀初めに

至る間、政治・経済・文化の中心地でした。そし

て今、この地域の地下には、宮殿や豪族の居館、

最古の本格的寺院である飛鳥寺をはじめとする寺

寺のほか、工芸品等を製作 した総合工房や漏刻

(水時計)台、墳墓等、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

なう殿舎等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

料室等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)に 造営が開始された。

Podium of the卜』ain Ha‖ with a surrounding

Davement of roof tiles,Yamadadera temple site

DepartrYRent Of l「¬periaI Palace Sites

investigations(Asuka/Fujiwara)

Thc Asuka/Fuilwara rcgion of Nara prcfccturc,cxtcnding

frOm thc �llagc of Asuka tO thc civ Of Khshihara,wtt thc

histOric sctting for thc cmcrgcncc of thc ancicnt Japancsc

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

ccntcr from thc cnd Of thc sixth to thc arst part of thc

cighth ccnturics.走cordngtt a Varicty of archacO10gcエ

rcmttns hc dOrmant bcncath thc gЮ und,including impcriエ

palaccs and thc rcsidcnccs OF citc fa疵 �hCS, thc sitcs Of

numcrous tcmplcs including Asukadcra, the oldcst

dOistcrcd Buddhist tcmplc in Japan,plus thc rcmains of

tOmbs, thc carthcn podiutt Of a 、vatcr ciock, and a

wOrkshOp complcx fOr thc prOduction craft itcms.Also,in

thc nOrthcrn half Of this rcgion lics thc Fllilwara capit江 ,

bunt on a rcctangular grid sprcading Out avc ld10mctcrs on

a sidc and ccntcring on thc Fuinwara palacc,10cttcd in thC

ccntcr ofthc capital and cOntalning thc cmpcrOr's rcsidcncc,

a10ng with h江 ls whcrc ccrcmonics Ofstatc wcrc conductcd.

ThrOugh thc cxcavation oF thcsc sitcs,intcrdisciPlinary

invcstigations arc conductcd by thc Dcpart=ncnt with thc

ai=n of rcconstructing a concrctc histOric irnagc of thc

ancicnt statc.In additiOn tO making thcsc rcsuits pubhcal1/

availablc thtOugh public �cwings at cxcavttions,publicatiOn

Of rcscarch rcsults, cxhibitiOns at its main facility9 thc

Dcpartincnt is alsO in hargc of thc prcscrvation of thcsc

sitcs and utlizatiOn fOr thc pubLc bcncat.

山田寺金堂・東回廊 復原図

Reconstructed plan of the eastern cioister and
main ha‖ ,Yamadadera temple
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研究所の役割と組織 Roie and organiZation of insutute
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檜隈寺周辺の調査 瓦組暗渠SX920。

Excavat on in the vicin ty of Hinokulmadera This feattre(SX920)is a Culveri

nnade by ftting roof t es together

成 編 塾 有

水落遺跡の調査 第 165次調査 (東区)と史跡整備地。 (北西から)

Excavat on at the l izuochi s te  The area of excavat on No 165

(eaStern sector)and the reconstructed port on of the site are visible

(frO十ユ]the northwesl)

韓 轟 ぞ

特別史跡藤原宮跡 中央の森が大極殿基壇跡である。手前に朝堂院朝庭にあたる第 163次調査区がみえる。 (南から)

Fu,wara Palace S te(Special Histor c S te) The grOve of trees at center stands on the lmper al Audience HaH podium rernains The precinct of excavat on No 1 63,
corresponding tO the forecouri of the State HaHs Colmpound, is visible in the foreground(from the south)
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埋蔵文化財センター Center for Archaeological
Operations

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おり、特に出土

資料の材質や構造調査から保存修復法にいたる実

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。特に現在は、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

物骨等に残された傷跡から使用された利器の推定

や、骨角器の未製品や破損品等から、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、年輪年代法による考古学・

建築史学・美術史学・歴史学への応用的研究を進

めています。現在は特にマイクロフオーカスX線

CT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。木造支化財に限ら

ず、埋没樹幹等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。近年は特に、三次元計測技

術の応用研究を進めています。

その他、埋蔵文化財センターでは、各研究室や

他の部局の協力を得てそれぞれの研究成果を「埋

蔵文化財ニュース」として定期的に刊行 し、最新

情報の提供をおこなっています。

保存修復科学研究室 :X線回折分析法による調査風景

Conservat on Science Section:A Survey of bronze be‖ by X‐ ray difraction

The Center for Archacological(Dperations studies and

develops vanous lnethods and technologies for archaeological

investigations.

The Conserlration Science Section conducts research in the

scientiic conservation of altifacts and sites,It develops

practical technologies for material and structural analyses

and for preservation and restoration of excavated ottects.

It also improves methods for diagnosing the deterioration

of archacological site by en� ronlnental,physical and earth

scientinc tech。 logics.

The Envronlnelatal Archaeology Secion conduch research

on he recoЖ mctiOn ofpast enviromments,espeddly based cJn

the exanlinations of aoral and faunal remains.It pursues

research to identitt baSed On traces len on bones recovered

tom archacological sites,the tools used for processing hese

matenals.It also銚 血 nes ullnished bone and antler tools in

orderto reconsmctthe lmethod ofntanufactule.

The Dating Section conducts researchヽ Ⅳhich applies

dendrochronology to he flelds of archacology9 history9 and

the histories of an and architecture.Especially it pursues

develop14ent Ofnondesmctive method ofdendrodh℃ 剛ology by

micro― focus X ray CT sc血 針 and digital imaging technobgy.

In addition to advancing he development and apphcation of

dendrochronology for direrent species of wooden、 vatenals,

IrO14 the dating of税五ed trec tt and otherspec� eus,new

rese� is condllctedtodaritthe dates ofoccurrence ofllatural

dis器俺К.

Archacological Research Mehodology Section conducts

research on he investigation of archacological sites,and on

lnethods ofsuveyng and prospection,m order to elahala∝ the

quality of site investigation and research,and he efrlciency

of archacologic』 exc評�on in Japan Especially it promotts

devetopment of apphed technology of three― dilnensional

meas―g.

The C∽拉 with supported by other colにagtles ofNabuldcen

makes illfounation aboutね actiw・ities public by publishing the

俺search ttsults ofeach section ttglllarly m the CAO News.
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年代学研究室 :国宝永保寺開山堂 (岐阜県)の屋根葺替修理工事にともなう年輪年代調査

Dat ns Sect on i

Dendrochronological「 esearch of the Nat onal Treasure: Kaisando HaH, Eihoj

Temple in Gifu Prefecture as the roofing repa r wvork
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環境考古学研究室 :興福寺南大門から出土した鎮喧具の調査

Environmental Archaeology sect on:

Research on the obieCtS buried for purification before construciton from the

Southern卜謝ain Gate of Kohfukuj Temple
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飛鳥資料館

飛鳥地方の歴史的風土の保全を目的とした特別

立法措置に関連して、昭和50年に明日香村奥山に

開館 した歴史系の博物館です。飛鳥時代 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 。都城発掘調査部 (飛 鳥・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

います。また、常設展示 とともに春秋の 2回、特

別展示を開催 し、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・蘇我氏

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の発掘で明らかに

された伝飛鳥板蓋宮地区での宮殿の移 り変わり、

宮殿にともなう水時計の遺跡として有名な水落遺

跡の模型等があります。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、キ トラ古墳壁画の陶板に

よる原寸大複製品、寺院では飛鳥寺や川原寺から

の出土品を展示 しています。また、最近明らかに

されつつある蘇我氏やそのもとにあった渡来人に

かかわる展示も新たに設けました。

第 2展示室は、国の重要文化財に指定されてい

る出土建築部材を使用した山田寺東回廊の復元と

同じく重要文化財である山田寺跡出土品の展示を

中心としています。

2010年度は、春期「キ トラ古墳壁画四神」、秋

期「木簡黎明一飛鳥に集ういにしえの文字たち」

の特別展、夏期「小さな石器の大きな物語」、冬

期「飛鳥の考古学2010」 の企画展を開催しました。

春期特別展では、文化庁とともにキトラ古墳の四

神図4枚を一挙特別公開し、大変多くの方々にご

来場していただきました。これからも国や地元地

方公共団体とも協力しながら、魅力的な展示とそ

れを支える研究活動を進めていきます。

Asuka Histottcal Museum

This is a museunl、 vith a historical fbcus,、 vhich opened

i學 1975 at Okuyamain he �llage ofAsuka,in cottunctiOn

with special legislative measures ail■ ed at preseA/ing the

historic features of the Asuka region.The Asuka period

and region arc the ottectS Of its displays,wih exhibits

made centering on he results of investigations conducted

in the Asuka area by the Depart14ent Of lmperiaI Palace

Sites lnvestigations(4Suka/F� iwara).In addition to the

regular exhibits there are special exhibitions held t、 vice

yearly in the spring and autumn,and lectures have also

been held. Recently, in order to make the lnstitute's

research activities more、 videly known,planned exhibits

based on the research achievements of the lnstitute as a

、vhole have been held.

The regular exhibit consists of]Exhibit l■ alls l and 2.

Exhibit Ha11 l deals wih Asuka's palaces,stonc ottectS,

mounded tombs,temples,plus the Soga cl孤 1,ヽVith exhibits

made centering on artifacts recovered from various

sites,to promote kno、 vledge of the history of the Asuka

period.The palace exhibits sho、v the changes、vhich

have become clear9 through excavations conducted in the

central part ofAsuka,in he precinct of the traditional site

of the Asuka ltabuki palace, and there is also a model

of the Mizuochi site,、vell kno、vn as he locus of a、 vater

clock accompanying the palace.For stone otteCtS,here

are a stone carving with male and fernale images and a

stone representation of Mt.Sumeru displayed、 vithin the

museum,togeher witt replicas ofstone ottects diSplayed

in the museunl's garden,some of thena spouting water

to recreate their original condition.For rnounded tombs,

artifacts recovered frola the Takamatsuzuka tomb are

exhibited,along、 vith life― size replicas of the murals of

the Kitora tomb on ceramic plates,and for temples,items

discovered at the Asuka and Ka、varadera temples are on

display.AIso,exhibits have been set up anew in relation to

what is recently beconling kno、 vn aboutthe Soga clanぅ and

he immigrants under hettleadershゃ .

Exhibit l■am 2 features a reconsttuction using recovered

architectural members,which have been designated as

national lmportant Cultural PrOperties9 from the eastern

corridor of the cloister of Yamadadera temple,plus

displays of similarly designated materials recovered from

the same teコ nple site.

During the 2010 fiscal year,special exhibits、vere

held in the spring on``The Four Directional Deities of

the Kitora Tomb Muralsデ 'and in the autumn on``The

Dawn of Wooden Documellts:Ancient Letters Cather in

Asuka."Planned exhibits wcre held in the sunliner on

“The Big Story of Sman Stone Toolsデ 'and in the winter

on`七へrchaeology in Asuka 2010."For the spring special

exhibit,with he cooperation of the Agency for Cultural

Affairs all of thc mural paintings of the Four Directional

Deities、vere specially displayed at the same time,dra、 ving

many visitors to the museum.In the future as well,Ⅵ /ith

cooperation from national and regional government
agencies,more exhibits of this nature and the research

supporting thena、 vill be conducted.
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春の甘樫丘

Spring scenery of Amakashi no Oka
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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、研究貝交流、技術研修、保

存4多復等であり、ユネスコアジア文化センター

(ACCU)等の他機関がおこなう国際協力事業に

も協力しています。2010年 度には、次の 6作 の

事業を中心にした国際交流・協力を推進しまし

た。①中国社会科学院考古研究所とおこなう「ア

ジアにおける古代都城遺跡の研究と保存に関する

研究協力」として、中国河南省洛陽市に所在する

都城遺跡である漢魏洛陽城跡の実態解明をめざし

た共同調査 ②中国河南省文物考古研究所とお

こなう「東アジアにおける生産遺跡の調査研究協

力」として、撃義市黄冶・白河唐三彩窯跡の実態

解明を目的とした共同研究 ③中国遼寧省文物

考古研究所とおこなう共同研究として、朝陽地区

の隋唐墓の研究 ④韓国国立文化財研究所とお

こなう「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」として、発掘調

査の成果を中心とした都城制の比較研究 ⑤カン

ボジア・シェムリアップ地域文化財保護開発機構

(APSARA)と おこなう「アンコール文化遺産保

護共同研究」として、アンコール遺跡群の西 トッ

プ遺跡の総合的調査研究協力を実施しました。

また 7年 目になった ⑥「西アジア諸国文化遺

産保存協力事業」を東京文化財研究所と共同して

推進しました。2010年度は6日 に現地調査をおこ

ない、研究者の招聘も9月 から11月 におこないま

した。ベ トナムのハノイで見つかったタンロン皇

城遺跡の調査研究、保存事業や、シルクロード沿

いの中央アジア各国における調査を外務省、文化

庁や文化遺産国際コンソーシアムに協力して実施

しています。

international AcaderYliC Exchanges
Related to Cultural Fイoperty
Conservation

The Nara National Research lnstitute for Cuhural

PrOperties promotes a va� ety of international prtteCtS

including joint research,exchanges of research personnel,

technical training, and restoration and preservation

prtteCtS,and also provides assistance in programs of

international cooperation conducted by ACCU(Asia/

Paciic Cultural Centre for UNESCO)and JICA(Japan

lntemational Cooperation Agencの .In he 2010 nscal year

he lnstitute mainly caried out six prttectS Ofintemational

cooperation and exchange:(1)Joint investigation of

he Han―Wei Luoyang impettal palace site in he city of

Luoyang,1■enan Province,China,、 vith the lnstitute of

Archacologtt Chinese Academy of Social Sciences,(2)

Joint research at the Huangye and]Baihe kiln sites,for

producing three― colored glazed Tang pottery9 in the city of

Gongyi,】阻enan Province,China,with the Archacological

lnstitute of Hentn Pro� nce,China;(3)Joint research of

excavated artifacts frona the Sui and Tang graves in he

Chaoyang district,with the Archaeological lnstitute of

Liaoning Province;(4)Comparative research on ancient

capitals in Korea and Japan and exchanges of personnel

in cottunctiOn with the National Research lnstitute for

Cultural Properties,Korea;(5)IntematiOnal cooperation

for the conseⅣ ation of Westem Prasat Top in he Angkor

archaeological sites,Cambodia,and a training program

for Cambodian experts in cottunction with APSARA

(Auhority for he Protection and Management of Angkor

and he Region ofSiem Reap).

Also,now in its seventh year9 the(6)Cooperative

Pr� eCtS fOr the Conservation of Cultural Heritage in

West Asia、vere promoted together、 vith the National

Research lnstitute for Cultural Propcnies,TOkyo.In 2010,

investigations、vere conducted in the rleld in June,and

invitations were made to Afgan researchers to panicipate

in training for t、 vo months in Japan,trom September to

November ln addition,the lnstitute also contributes to

ongoing prOjects of investlgation and conseⅣ ation for he

Thang Long imperial palace site in Hanoi,Viet Nanl,and

in various regions of centtal Asia along he Silk Road,in

cooperation、 vith the Japan Ministry of Foreign Affairs,

the Japan Agency for Cultural Affairs,and the Japan

Consortium for lnternational Cooperation in Cultural

Heritage.
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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′烏資料館があります。

春・秋には研究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、図録、紀要、概要、奈文研ニュース、埋蔵文

化財ニュース等があります。

Publicizing the Results of
Reseach Activities

The lnstitute pubhcly displays its research and survey

results through the Nara Palace Site Museunl,the

Exhibition Room of F� iwara Palace Site,and the Asuka

Historical Museum.

Every spring and autumn,the lnstitute also organizes

public lecturcs in、 vhich its researchers present the results

of heir investigations ano sllrveys.The Asuka Historical

Museu■l also invites specialists,from both、 vithin

the lnstitute and frona the outside,to give lectures in

association、vidi special exhibitions ofthe museuln.

Upon every maJor excavation work,the Department of

lmperiaI Palace Sites lnvestigations presents public site

viewings for those interested in ancient history.

Publications issued by the lnstitute lmaking these

research and suⅣey tesults pubhcly available include its

academic jouma19 annual rcports,compendia of historical

materials and oher basic data,catalogs of exhibitions at

he Asulca Historical NIluseumフ andtte CAO News,
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奈良文化財研究所のJtl―ムベージ Web Page of Nara National Research

1lJやノ/鞘町町nabunlcen.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

か、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。

institute for Caitural Fイ ope「ties
http:.鶴`nabunlcen.80jp

The lnstitute's Web page will be used arst ofau to lnake

public a variety of databases that organically integrate

digitahzed infoi.llation on cultural properties,and also tO

provide infomation on upcoming events,such as pubhc

site viewings at archacological cxcavations,and open

lectures.

Furtllctt in addition to broadcasting introductions of the

contents ofthc lnstitute's research,Ists of its pubhcatiOns,

and ne、vs regarding cultural propertics,the lnstitute、vill

strive to disttibute infoHnatiOn on cultural properties by

incorporating new techno10gies such as thc 3-D contents

and Wcb Tヽた
,Omponents for the Asuka HistOrical

Museum.
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奈良文化財研究所 本館 insutute Headquarters
630‐ 8577奈良市二条町2‐ 9‐ 1 2-9-司 ,N可 o― chO,Nara City 630‐ 8577」 apan

Tel.0フ 42‐ 30‐6733(総務課)0742‐30‐6フ 53(連携推進課)Fax.0742… 30‐6730(総務課)0フ 42‐ 30‐6750(連携推進課)
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W究所の,泡設  institute FacWities

都城発掘調査部(飛鳥・藤原地区)Department oflmpettaI Palace Sites hvesugadOnslAsuka/Fuimara
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トビックス

平城京遷都1300年を迎えて

2010年 4月 23日 は旧暦 の 3月 10日 にあた りま

す。 この日、710年 (和銅 3)3月 10日 に都が藤

原京から新都・平城京へ遷されて1300年の記念す
べき時にあわせ、平城宮第一次大極殿完成記念式

典が、皇太子殿下の御臨席のもと、厳粛に挙行さ

れました。その日から11月 7日 まで、平城宮跡を

主会場として、奈良県が主催する遷都1300年祭が

くりひろげられました。およそ200日 間の会期中、

国の内外から363万人におよぶ人々が平城宮跡を

訪れました。

奈良文化財研究所 も幾多の側面で支援を展開

しました。大極殿を訪れるわが国や外国の要人の

案内をはじめ、たび重なる講演会や報道取材への

対応、平城京を題材 としたテレビ番組制作への協

力と、多忙な日々を過ごしました。また東院地区

で進めていた発掘調査を連日公開し、好評をいた

だきました。発掘現場だけでなく、平城宮跡の要

所々々で、来訪者にわか りやす く案内解説を続け

たボランティアガイドの皆さんに対する賞賛と感

謝の言葉もしばしば聞かれました。

平城宮跡資料館は 4月 に改装オープンして以来

多 くの入場者を迎えましたが、さらに 9月 25日 か

らは特別展示「天平人の声 をきく―地下の正倉

院・平城宮木簡のすべて」を開催し、木簡研究の

最新の情報とともに、日頃目にすることがまれな

多 くの実物の木簡を展観に供 しました。研究成果

といえば、平城京研究の集大成ともいうべき『図

説平城京事典』を研究員総がかりの執筆で刊行 し

たことも特筆しておきます。

会期も終盤に近い10月 8日 、天皇皇后両陛下を

お迎えして、大極殿の前庭で記念祝典が開催され

ました。天平の時代を紡彿 とさせる舞踊や管弦の

後、天皇陛下より、平城宮跡を守 り伝え、研究を

続けてきた関係者に対 しての厚いねぎらいのお言

葉が述べられました。

明けて2011年、新年にあたり宮内庁が発表した

天皇陛下が昨年に詠まれたお歌のうちに次の 1首

がありました。

《邁都1800年 にあたり》

研究を童ねかさねて疫原せ し夫粧殿

いま日の前に立つ

Topics:

Approaching the 1 300th
Anniversary of the Capitar s IMOve
to Nara

淑賭∴酬'1漁脇駅紆躍 緒l瑞も軍

瑞 v監難盈与『;!ギ:鷺ぎ北‖艶あ:誓送鍬鷲,
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ま想亀
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seen,were put on displ可 _Regarding he results ofresearch,

special mention should be made of Z″ ∫crsク rr97ο秒ラブヵ?跨

(11luSttated Dictionav ofhe Ntta Capital),a compilation Of
rcsearch on he Nara capital,、vhich was pubhshed th・ ough
he combined effolts ofthe lnstitute's researchers.

On October 8,to、vards he end ofthe anniversav eventsラ

Their Mttesties the Emperor atld Empress were reccived,

and a commemorative celebration held in the forecourt of

he IInperial Audience]王aH.Atter perfoHnances of dancingタ

and of、 vind and string instruments,rcminisccnt of the

Tenpy5 period,、varln、vords ofthallks werc given rewarding

hose who havc guttded,preseⅣ ed,and conducted research

on he Nara Palace site

At he start ofthe follo、 ving yeaち the lmperial IIousehold

Agency pubhshed poems composed by he Emperor in tlae
previous ye氏ぅamong、vhich、vas the follo、 ving verse.
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[(On he 1300th alll■ iversaり ofthe move to Narの

Reconstructed through repeated research,the lmperial
Audicnce IIan

now stands before my eyes]

大種殿をこ覧になる天皇皇后両陛下

Their Majesdes the Emperor and Empress view the Formerimpenal Audience Ha‖
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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2010年度

に実施した発掘調査は、藤原宮跡で 4件、藤原京跡と

飛鳥地域で 7件である。また、2009年度からの継続調

査として、甘樫丘東麓遺跡の調査 l件を実施した。以

下、主な調査成果について概要を記す。

藤原宮跡では、第163次調査 として朝堂院朝庭の調

査 を実施 した。大極殿院の南に調査区を設定 し、朝

庭中央部の状況と造営過程の解明を主な目的とした。

藤原宮期の遺構 として広場SH10800の礫敷、排水のた

めの溝等を検出した。礫敷面は後述する運河上にあ

たる部分では沈下 した状況であった。藤原宮造成の

ための整地上は旧地形の起体をならすための第一次

整地 と、礫敷直下の第二次整地にわけられる。第二

次整地造成前の遺構 としては、先行朱雀大路東側溝

SD10750、 藤原宮造営に関わる連河SD1901と その支

流である斜行溝SD10965、 第153次調査で検出した沼

状遺構SX10820の 続 き等を検出 した。運河SD1901A

は幅7.5～ 4.5mを 測 り、調査区中央を南北に貫流 して

いる。既往の調査成果とあわせると、総延長は550m

以上におよぶ。沼状遺構SX10820も 第153・ 160次調査

所見と総合すると南北44m、 東西38m以上の規模であ

ることが判明した。また、第二次整地後の遺構 として

柱穴や東西、南北の溝を多数検出した。これらから、

藤原宮造営期において従来考えられていたよりも複雑

な遺構変遷をたどる状況があきらかとなった。

飛鳥地域では、第165次調査 として水落遺跡 を調

査 した。調査地は漏刻台 と考えられている基壇建物

SB200の 北側にあたる。調査は東西 2区 に分けてお

こなった。東区で検出した主な遺構は、水落遺跡A
期 (斉 明朝)に先行する時期では掘込地業SX4385、

土器埋設遺構SX4386等 があ り、 A期 では掘込地業

SX4390、 小銅管、木樋暗渠、掘立柱建物SB280等が

ある。小銅管の据付溝SX275は調査区南端から26cmで

ほぼ垂直に立ち上が り、それより北に続かないことを

確認した。

甘樫丘東麓遺跡では、昨年度から継続 して第161次

調査を実施した。調査の主目的は、谷の入口部におけ

る遺構の確認と、2009年度までの調査で検出した石垣

SX100の延長部分を解明することである。調査区は 3

地区を設定した。谷部のA区では掘立柱列、 2棟の竪

穴建物などを検出した。盟穴建物の 1棟は出土土器か

ら7世紀前半と考えられる。A区下層では民混層と被

熱 した性格不明の硬化面SX202、 石敷等を検出した。

尾根裾部のB区では段差の造成状況 と、石敷 と石組

溝、焼土遺構等を検出し、尾根斜面のC区では掘立柱

列を2条検出した。

国営飛鳥歴史公園キ トラ古墳周辺地区の整備に関

わる檜隈寺周辺の調査では、丘陵頂部から西側斜面

に2ヵ 所の調査区を設定するとともに、東側斜面で

試掘 をおこなった。丘陵頂部 (第 1区 )で は瓦組暗

渠SX920を 検出した。丸瓦と平瓦を土管状に組み合わ

せた、谷への排水施設の端部が遺存 していたものであ

る。 7世紀代の瓦を利用 して後世に造られたと考えら

れる。西側斜面の第 2区では厚い堆積土の下で溝・瓦

敷等を検出し、漆付着土器や鉄津が出上した。東側斜

面の試掘箇所では石敷状遺構を検出した。

2010年度の発掘調査にともなって実施した現地説明

会等は以下のとお りである。

飛鳥藤原第163次調査 (藤原宮朝堂院朝庭 )

現地説明会 2010年 7月 3日 森先一貴

飛鳥藤原第165次調査 (水落遺跡 )

現地見学会 2010年 12月 5日 庄田慎矢

平城京の発掘調査

都城発掘調査部 (平城地区)において2010年度に実

施した発掘調査は、平城宮で 2カ 所、平城京で12カ 所

である。以下では主な調査の概要を示すにとどめ、小

規模調査については F奈良文化財研究所紀要2011』 に

ゆずる。なお、前年度調査ではあるが、2010年 4月

に終了した平城宮東方官衛地区の調査 (第466次 )で
は、調査区北半において築地塀で囲まれた区画それぞ

れで計 3棟の礎石建物を検出したほか、土坑状遺構

SX19400下位の黒色粘質土から木簡や木製品多数が出

土する等、多くの成果があがった。

平城官における発掘調査は、2010年 4月 ～10月 に

実施した東院地区 (第469次 )が唯―の大規模調査で

ある。東院地区は宮東端にある張 り出し部の南半を

指し、研究所ではその性格究明を目的とした重点調査

を2006年度から継続している。第469次 もその一環で、

2009年度におこなった第446次調査区の北側において、

850∬ の範囲を調査対象とした。ほぼ7カ 月にわたる

発掘調査の結果、調査区中央部の石組溝SD19500の南

北で、掘立柱建物群を多数検出した。建物群は少なく

とも6期に区分できる。

薬師寺および薬師寺休ケ岡八幡宮境内の調査は防災

施設設置工事の事前調査で、第474・ 476次が楽師寺境

内、第475次が薬師寺休ケ岡八幡宮境内の調査である。
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第474次 では東西方向に長い調査区において、池およ

びその堆積土を検出した。また、第476次 は金堂周辺

の小規模調査で、薬師寺創建期の河原石を敷き詰めた

遺構のほか、室町時代の金堂倒壊時とみられる瓦の廃

棄土坑等を検出した。第475次 は休ケ岡人幡宮の社殿

周辺における調査で、人幡宮創建 (9世紀末)以前の

土地利用を部分的にあきらかにした。

第477次 は春 日東塔院の発掘調査で、奈良国立博物

館との初の共同調査となった。調査位置は東塔院の東

北隅にあたり、奈良国立博物館による昭和41年の調査

成果を念頭におきつつ、 L字形の調査区を設定した。

調査の結果、東塔院の区画施設にともなう外側の雨落

溝を検出した。また、東塔院の創建 (12世紀前半)以

前の遺物包含層や遺構を部分的に検出し、包含層およ

び土坑からは■世紀後半から12世紀前半にかけての土

器が出土した。

第478次 は平城京左京三条一坊―・二坪の調査であ

る。この調査は「平城宮跡展示館」建設の事前調査で、

遺構面の高さや遺構の残存状況の確認が目的である。

調査の結果、三条条間北小路の南北側溝 と、三条一坊

一坪の坪内道路南北側溝のほか、坪内道路の北側で大

型の井戸 1基を検出している。この井戸は上下 2段構

造で、上段の井戸枠は正方形、下段の井戸枠は六角形

の横板組である。井戸枠内からは瓦、土師器奏や須恵

器重・奏等の上器類 (墨書土器を含む)、 木製品、金

属製品、木簡等が出土している。

2010年 4月 ～2011年 3月 の発掘調査にともなう現地

説明会、現地見学会は以下のとお りである。

第466次 (平城宮東方官衡地区)

現地説明会 2010年 4月 17日  国武 貞克

第469次 (平城宮東院地区)

現地説明会 2010年 7月 17日  芝 康次郎

第477次調査 (春 日東塔院)

現地見学会 2010年 12月 19日 海野 聡

企画調整部の研究活動

企画調整部は、地方公共団体の埋蔵文化財発掘技術

者をはじめとする文化財担当者に対する研4多、研究所

の調査研究成果や文化財に関する情報の発信、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や保護活用に関する協力・援助

と学術交流あるいは研修、飛`烏資料館・平常宮跡資料

館等における研究成果の展示公開と普及活動、以上の

ような事業を実施し、奈良文化財研究所がおこなう研

究に係るさまざまな事業についての全体的・総合的な

企画とその調整、そして、事業成果の内外への情報発

信や活用を担当している。

埋蔵文化財担当者研4歩 については、年度ごとに計画

を立案 し、高度で専門的な研I歩 を実施している。2010

年度も、遺跡の発掘調査や整備、出土遺物や資料の

分析、保存活用整理報告において、必要性が高く専門

性の高い知識や方法が求められる課題に関する研修を

実施した。すなわち、保存科学や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、年

代測定法、生物環境等も取 り上げた。かなり専門に特

化 した研4雰であったが、必要性の高さもあって好評で

あった。

文化財情報電子化の研究およびシステム構築につい

ては、「第15回遺跡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 。遺構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。一方、日常的には追跡・図書・写真

データベースおよび航空写真データの入力、航空写真

フィルムのマイクロ化、ガラス乾板・大半Jフ イルム・

35mmス ライドフイルムのデジタル化等を継続しておこ

なっている。

文化財保護に資する国際協力については、まず、ユ

ネスコ・アジア文化センター (ACCU)が実施する研

修への協力事業として、2010年 9～ 10月 に実施された

集団研4笏「遺跡の調査 。保存と活用」ではアジア太平

洋地域の16カ 国から16名 の研修生を招き、考古学の基

礎的な技術についての研4分 を実施した。また、11～ 12

月にかけての、ACCUに よる個人研修「文化遺産の保

護に資する研4雰2010」 では、モンゴル科学アカデミー

考古学研究所から3名 の研修生を招き、遺跡・遺物の

記録方法や管理・活用の専門的な技術について研修を

実施した。他にも、 8月 には東京文化財研究所と協力

してモンゴルにおける石造記念物の保護に関する現地

調査を、また、2011年 1月 にはユネスコ日本信託基金

によリベ トナム・ハノイにおいてタンロン皇城遺跡の

発掘技術研4易 を、 2月 には文化遺産国際協カコンソー

シアムと協力 してミクロネシア連邦のナン・マ ドール

遺跡の保護に関する現地調査を、それぞれ実施した。

展示公開および普及については、飛鳥資料館での関

係資料の研究とその成果の展示公開、平城宮跡資料館

での宮跡調査の成果の展示公開等の事業を実施 した。

このうち飛鳥資料館では、「キ トラ古墳壁画四榊」、「小

さな石器の大きな物語」、「木簡黎明一飛鳥に集ういに

しえの文字たち―」、「飛鳥の考古学2010Jを 開催した。
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これらについては別項を参照されたい。平城宮跡資料

館は、遷都1300年に合わせてリニューアルオープンし

て展示を一新するとともに、「平城宮跡 今・昔―岡田

庄三写真展―」、「天平びとの声をきく一地下の正倉

院・平城宮木簡のすべて」、「測る、知る、伝える一平

城京と文化財一」、「発掘速報展 平城 2009・ 2010」 を

開催した。平城京遷都1300祭の開催もあり、いずれの

館も入館者が非常に多かった。

文化遺産部の研究活動

文化遺産部は、歴史研究室、建造物研究室、景観研

究室、遺跡整備研究室を置 き、それぞれが、「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」、「遺跡・庭園」について、専門的かつ総合

的な調査研究をおこなっている。

各研究室における調査研究の成果は、文化財の指

定・登録・選定やその後の保存と活用に関する方策等、

国の文化財保護行政にも大きく資するものとなってい

る。

●歴史研究室の調査と研究

歴史研究室では、日本を代表し、世界文化遺産に登

録されるような古寺社が所蔵する書跡資料・歴史資料

について、奈良を中心として、継続的な調査研究をお

こなっている。また、古都の旧家等に伝来した歴史資

料についても調査研究をしている。

2010年度は、興福寺 。薬師寺・仁和寺 。東大寺・氷

室神社大宮家 。三仏寺や、奈良の旧家等が所蔵する書

跡資料・歴史資料調査をおこなった。興福寺調査は、

第108画～111画の調書を作成し、第 4画 。90函・91画

の写真撮影をおこなった。薬師寺調査は、第45画・49

函・51函 ～56画 の調書作成と、第24函 の写真撮影を継

続 して実施した。仁和寺調査は、御経蔵聖教第35画～

41画の調書原本校正と、第33函～38面 の写真撮影を実

施 した。

東大寺は、東大寺図書館収蔵庫第 4号室収蔵の新4笏

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画の写真撮影を実施し、ま

た第59画 ・61函 ～65画を調査して、目録データをパソ

コンに入力した。

石山寺については、奈良時代の知識経として著名な

石山寺所蔵の大智度論について、これまでの調査の知

見を「石山寺一切経「大智度論」の基礎的検討」とし

て『石山寺資料叢書 史料篇第三』 (法蔵館、2010年 )

に公表した。

また鳥取県三徳山三仏寺の古文書調査を実施し、第

1函 。2画の調書作成・写真撮影をおこなった。

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

巻文書仮第 3画 1巻～19巻の調書作成を実施 した。

さらに、平城宮跡周辺の旧家等が所有する絵図・古

文書や、明日香村の自治会が所有する典籍等につい

て、調査・写真撮影を実施 した。その成果として、明

治時代の平城宮跡保存運動に関する基礎的な史料を翻

刻した『明治時代平城宮跡保存運動史料集一棚田嘉十

郎聞書・溝辺文四郎 日記 ―』 (奈 良文化財研究所史料

第87冊)を刊行 した。また、近代の整備以前の平城宮

跡について、その実態が窺える史料を、「整備以前の

平城宮跡」と題 して『奈良文化財研究所紀要2010』 に

報告した。

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、文化庁依頼の醍醐寺聖教調査等に協力した。

●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

群および近代和風建築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・修復・活

用に資する基礎データの蓄積を継続的におこなってい

る。また、古代建築の今後の保存 と復原に資するため、

古代建築の構造・技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、修理等の際に保存され

た古材、発掘遺構 。遺物等を研究対象として進めてい

る。以下2010年度におこなった主な調査研究内容を紹

介する。

古代建築に関する調査研究では、前年度から始まっ

た法隆寺所蔵の古材調査を進めた。法隆寺が奈良県文

化財保存事務所に委託した、昭和修理に際し再用不能

と判断され、法隆寺に別途保管されている部材の整理

および収納に際し、当研究所が部材の実測、写真撮影

等を行い、あわせて部材に残る加工痕の調査や可能な

ものについては年輪年代調査、顔料調査等をおこなっ

た。2010年 度末までに金堂の旧部材約800点 の調査を

終了し、引き続き20■ 年度も調査をおこなう予定であ

る。

受託調査として、奈良県近代和風建築総合調査、島

根県津和野町所在の鷲原人幡宮総合調査、愛媛県松山

市所在の高翠荘調査、福井県若狭町所在の倉見屋荻野

家住宅調査をおこなった。奈良県近代和風建築総合調

査は奈良県が2008年からおこなっている調査の最終年

度で、2010年 は引き続き2次調査をおこない、報告書
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を刊行した。鷲原人幡宮総合調査は文化庁の総合的文

化財把握モデル事業の一環として津和野町が2008年か

らおこなった社寺建築調査の中で、特に価値の高い鷲

原入幡宮社殿に焦点を当てて詳細調査をおこない、報

告書を刊行した。高翠荘調査は、旧松山藩主久松家の

別邸の洋風建築の調査で、報告書を刊行した。倉見屋

荻野家住宅調査は若狭町熊川宿伝統的建造物群保存地

区内にある町家の詳細調査をおこない、報告書を刊行

した。

海外との共同研究としては、中国文化遺産研究院発

展研究所、韓国国立文化財研究所とともに建築文化遺

産に関する共同研究をおこなっており、2009年度から

は国際学術会議を開催 している。2010年度は第一次大

極殿復原にあわせ「古代建築の研究と復元」をテーマ

として 9月 3・ 4日 に奈良文化財研究所で第 2回 とな

る国際学術会議を開催 し、約100名 の参加者を得た。

国外調査として、奈文研が海外関係事業として実施

しているカンボジア・西 トップ寺院の現地調査をおこ

ない、報告書を刊行した。また、文化庁がおこなって

いるベ トナムの集落町並み保存に向けた国際協力の一

環として、中部フエ省フォックティック村の集落調査

および報告書刊行、南部ホーチミン市近郊のフーホイ

村の集落調査をおこなった。

調査研究の一環として、奈文研保管資料のうち、建

造物乾板写真の画像デジタル化と、文化財建造物保存

4笏理時の復原等を主な内容とする現状変更説明資料の

刊行を継続しておこなっている。2010年度に刊行した

現状変更説明資料は1956～ 1958年 分である。

この他、各地で実施されている文化財建造物保存修

理事業・史跡整備事業にともなう建造物復元等につい

て援助・助言をおこなっている。

●景観研究室の調査と研究

景観研究室では、文化的景観の体系化や保護施策、

そして関連する学術研究に資する目的で、文化的景観

に関する基礎的・体系的な情報の収集・発信をおこな

うとともに、研究集会等を開催して情報の共有と深化

をはかっている。また、四万十川流域等の事例研究を

通じて保護の実践における諸問題の整理・解決に取り

組んでいる。

文化的景観の基礎的 。体系的な調査研究の一環とし

て、文化的景観に関する学術および保護行政の情報・

課題を共有し、議論を深める場として昨年度末に立ち

上げた「文化的景観学研究会」を2回 開催した。第 1

回は「文化的景観の概念」を、第2回 は「文化的景観

の整備・1舌用に関わる計画と諸問題」をテーマとした。

ここでの議論を踏まえつつ、一昨年度、昨年度に開

催 した研究集会での検討内容を受け、2010年 12月 16。

17日 に「文化的景観の持続可能性 一生きた関係を継承

するための整備と活用―」をテーマとして文化的景観

研究集会 (第 3回 )を開催 した。また、昨年度開催し

た研究集会 (第 2回 )の成果報告書を刊行した。

現地調査・研究としては、昨年度まで実施してきた

四万十川流域の文化的景観に関する現地調査成果を整

理・分析 し、文化的景観の価値評価と保存計画の立案

のあり方に関するモデルケースの提示を意図した報告

書『四万十川流域文化的景観研究Jを 出版した。この

ほか、京都岡崎、佐渡相川の文化的景観に関する受託

調査研究、宇治の文化的景観選定地区における伝統的

家屋調査の受託研究をおこなった。

これらの現地調査や、全国の文化的景観の視察、担

当者との協議を通して、特に都市に関わる文化的景観

の価値評価と保存計画立案、文化的景観の整備・活用

事業のあり方について、調査報告会や受託調査の成果

報告書において基本的な考え方を整理 し、各報告書に

提言として盛 り込んだ。

●遺跡整備研究室の調査と研究

遺跡整備研究室では、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 している。調

査研究活動においては、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

ている課題およ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

の基礎的検討をおこなうとともに、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。

今年度は、「遺構露出展示データベース」を構築す

るため、過年度に作成し、追補 。修正 した「遺構露出

展示事例所在一覧 (基礎調査/未定稿 )」 に基づ き、

関係機関への情報照会をおこなった。これらについて

は、資料収集 。現地調査を踏まえつつ、管理マニュア

ル等の検討を含め、次年度に総括することとした。

また、遺跡整備に関わる今日的な成果と課題を広 く
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検討するため、『地域における遺跡の総合的マネジメ

ント』をテーマとする研究集会を開催した。この研究

集会では、近年の国内外の潮流を踏まえつつ、遺跡と

その文化を育んできた《地域》を出発点として検討し、

遺跡整備の分野がこれから先に取り組むべき方向性に

関する理念と哲学を今日的観点から再考し、遺跡のマ

ネジメントのあり方について検討をおこなった。

一方、もうひとつの柱である庭園に関する調査研究

においては、庭園史および歴史的庭園の保存修理等に

ついて取り組んでいる。今年度は、国内外における歴

史的庭園に関する情報収集等をおこない、基礎的資料

の整理を進めた。あわせて、平成18年度から平安時代

庭園を主題として実施してきた古代庭園に関する調査

研究 (第 Ⅱ期)に 関し、過年度の成果も踏まえつつ、

外部研究者とともに検討会を開催して総括し、『平安

時代庭園の研究』 (学報第86冊)を刊行した。

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つの研究室は、それぞれの

事業計画にそって埋蔵支化財の調査技法に関する研究

開発を実施するとともに、国や地方公共団体の要請に

応 じて、専門的な助言や協力をおこなっている。

●保存修復科学研究室の調査と研究

保存修復科学研究室では、調査研究事業として「考

古資料の材質 。構造の調査法及び保存・4多復に関する

実践的研究」ならびに「遺跡の保存 。整備・活用に関

する技術開発研究」を実施している。

前者においては、ガラス製品の着色技法の解明と劣

化状態の診断法の確立を目的としたレーザーラマン分

光分析法の応用研究、XttC T撮影による海洋出土鉄

製遺物の内部構造調査、談山神社および霧島神宮の建

造物塗装材料の材質分析、貧溶媒法により含侵薬剤を

析出させた木材の真空凍結乾燥実験に取 り組んだ。ま

た、「古代の玉一最新の保存科学的研究の動向一」と

題 した研究集会を開催 した。

一方、後者においては、遺構の露出展示をおこなっ

た場合の水分移動変化および塩類による劣化を予測す

るための水分移動および溶質移動の推定、塩類による

土質遺構の劣化を抑制するための水による溶質除去の

可能性の検討、気象台の限定的な気象観測データをも

とにした、屋外に位置する遺構表面からの水分浸潤量

および蒸発散量の推定、ならびに土中における水分移

動に関する検討に取 り組んだ。

受託事業 として、埋蔵文化財発掘調査に係る青銅

器科学分析業務委託 (長野県 )、 土壊水分の蒸発によ

る史跡ガランドヤ古墳石室内環境の変化に関する調査

(大分県)、 田熊石畑遺跡武器形青銅器保存4笏理および

保存台作成 (福 岡県 )、 宇治橋擬宝珠成分分析 (伊勢

神宮)の 4件を実施した。連携研究としては、伝持田

古墳群出土資料の考古科学的研究 (辰馬考古資料館)、

クスノキ製臼保存処理に関する保存科学的研究 (大分

県 )、 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 )、 北本市デーノタメ遺跡出土

漆塗 り時の保存処理に関する共同研究 (埼玉県 )、 松

平忠雄墓所出土品の保存処理に関する保存科学的研究

(愛知県)、 特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡出土ガラスに関

する保存科学的研究 (福井県 )、 史跡千足古墳録存の

ための基礎調査 (岡 山県)の 7件 を実施 した。また、

東京国立博物館との機構内業務協力事業により、塑像

(供養者頭部)の保存修理のための材質分析を実施し、

塑像 (菩薩頭部)の保存4笏理と安定台および保存箱の

作製をおこなった。

国宝高松塚古墳壁画の保存修復 (文化庁委託)にお

いて、壁画および漆喰の劣化原因の追究と保存4雰復に

資するデータの集積を目的とした材料分析調査をおこ

なった。また、石室石材に対して、より安全に静置す

るための安定化支持具を製作 し、取付けをおこなった。

●環境考古学研究室の調査と研究

環境考古学研究室では、環境考古学や動物考古学の

調査研究を実施している。また、環境考古学に関連す

る国内外の発掘調査や整理、報告書作成の協力および

助言をおこなっている。

今年度の発掘指導および研究は、長野県屋代遺跡

(縄文)、 新潟県長割遺跡 (縄文)、 愛知県水汲遺跡 (縄

文・中世)、 奈良県興福寺南大門 (古代 )、 香川県旧練

兵場遺跡 (弥生～中世)、 大阪府池島・福万寺遺跡 (中

世)、 大阪府上本町遺跡 (古代 )、 長崎県カラカミ遺跡

(弥生)、 佐賀県東名遺跡 (縄文)等の分析と報告をお

こなった。長割遺跡では土壌選別作業を実施して、合

計97,297点 (2655.5g)の 焼骨片を抽出した。分析の結

果、漁携活動では、淡水域から海水域までを漁場とし

ており、とくに河川でサケを集中的に獲得 していたこ

とや、狩猟活動では、イノンシやニホンジカを主体と

して、ツキノワグマやタヌキも獲得 したことを明らか

にした。長割遺跡から出土 した動物遺存体や古人骨

は、骨が焼けて無機化 したために残 りやすくなったも

のと考えられ、貝塚が少ない日本海側において非常に

重要な資料である。焼骨の生成に関して多様な要因が
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想定されるため、生業だけでなく、葬制や儀礼等、縄

文時代研究に大きく寄与できる資料といえる。

研究成果の発信 として、人間文化研究機構の公開

講演会において「考古学か ら探る日本の環境 と食文

化の多様性」、COP10(生 物多様性条約第10回締約国

会議)関連の国際学術ワークショップにおいて「Bio‐

diversity and Concentradon of Particular Resources

du�ng the JomOn Period,Japan」 、野生生物保護学会・

日本哺乳類学会の合同大会において「動物遺存体から

みた完新世の生物地理一日本における考古動物学の可

能性―」、弥生時代のシンポジウムにおいて「低湿地

という景観と資源環境」等の講演・発表をおこなった。

継続的に実施している現生動物骨格標本の収集と公開

では、オオカミ、ロバ、セキショクヤケイ、 トウカイ

ハマギギ、コクチイシナギ等の希少な骨格標本を収集

した。ほかにも、春から秋までの袋角の成長段階にあ

わせてニホンジカの頭蓋骨標本を作製した。

●年代学研究室の調査と研究

年代学研究室では考古学・建築史学・美術史学・歴

史学研究に資するべく、遺跡出土品、建造物、美術工

芸品など木造文化財の年輪年代測定を実施するととも

に、年輸年代学の基礎研究に取り組んでいる。

考古学関連の分野では、 3県下 3遺跡から出上した

木製遺物に対して年輪年代調査をおこなった。なかで

も島根 。西川津遺跡で弥生土器を共伴して出上したス

ギ材の木製品を年輸年代測定した結果、紀元前71年の

年輪年代が得られた。辺材部は切除され残存しないた

め上限年代の情報となるが、これは今後同地方におけ

る土器様式の編年を考究する上でも重要となろう。

建築史関連では、 2県下 4棟の木造建造物に射して

年輪年代調査をおこなった。特に、奈良・法隆寺金堂

部材調査においては、文化遺産部建造物研究室等と共

同で継続的に年輪年代調査を実施している。

美術史関連では、 4都府県下14躯 の木彫像に対し

て年輪年代測定調査をおこなった。なかでも、粗彫り

の像が含まれる等様式的に制作年代を特定するのが難

しい奈良・典喜天満神社所蔵神像群 5躯 をマイクロ

フォーカスXttC T装 置を用いて非破壊年輪年代測

定したことは、美術史研究上たいへん重要な意義を持

つ。同神像群は2011年夏に奈良国立博物館において初

めて陳列される予定であり、独立行政法人国立文化財

機構内で研究所と博物館という枠を超えての横断的な

共同研究が、着実に成果を伸ばしつつある事例の晴矢

と言えよう。

また、基礎研究として、年輪年代法の適用樹種拡大

に向けた調査研究にも積極的に取 り組んでいる。これ

までの研究の蓄積から年輪年代法適用の可能性が高い

と考えられ、近世建造物に多用される国産ツガ材につ

いては、着実に研究成果を伸ばしつつあり、日本文化

財科学会大会においてポスター賞を受賞している。さ

らに、日本彫刻史上きわめて重要な位置を占めるカヤ

材に対する年輪年代法の適用の可否を確かめるための

調査研究にも着手した。国産カヤ材は現在安定的な供

給がなされていないため、九州地方の碁盤製作業者等

の協力を得て貴重な国有林産カヤ材資料などの提供を

受けながら、年輪年代学的な検討をおこなっている。

これらの基礎研究は次年度以降も継続する予定であ

り、ツガ・カヤの現生材および使用事例の情報を収集

することで、その応用研究の成果が期待される。

●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、2006年 4月 の機構改編に

より、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する研究室として再出

発 した。過去に存在 した集落遺跡、測量、発掘技術、

遺跡調査技術、遺物調査技術の各研究室の伝統と蓄積

を継承 した研究の推進を目的としている。

本年度は、遺跡およびその調査法の領域では、前年

度にひきつづき、古代の寺院と官衛関連遺跡および井

戸遺構の資料を収集・整理するとともに、遺跡の性格

認定の指標や、発掘調査で抽出すべき基本的属性につ

いての研究をおこなった。収集・補訂 した寺院・官衛

関係資料はデータベース化 し、遺跡の性格や所在地、

文献目録、主な遺構 と遺物、建物の詳細データと、地

図や遺跡全体図、建物図面等の画像データを、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、

古代官衛・集落研究会の報告書 F官衡 と門』を刊行し

た。このほか、文化庁の委託を受けて、『発掘調査の

てびき』 (各種遺跡調査編)の作成に着手 した。

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・計測分野では、

低価格の三次元レーザースキャナーによる ドキュメン

テーションの活用に成功 し、入門書籍を刊行した。ま

た、展示企画室と協力して、平城宮跡資料館の冬季企

画展 『測る、知る、伝える 一平城京 と文化財 ―』を

国土地理院近畿地方測量部と共催 した。このほか、生

駒本願寺裏山古墓群や中宮寺、檜前遺跡 (いずれも奈

良県 )、 国立博物館所蔵資料の計測、大学・地方自治

体の発掘調査状況の計測、中国遼寧省の隋唐期墳墓出

土資料などの三次元計測を実施 した。探査分野では、

台渡里遺跡、牛久城 (と もに茨城県 )、 天良七堂遺跡、
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三軒屋遺跡 (と もに群馬県 )、 真福寺貝塚 (埼玉県 )、

松本城 (長野県)、 法勝寺 (京都府)、 長尾山古墳 (兵

庫県)、 平城宮、藤原宮、東大寺、春日大社、中宮寺、

水落遺跡、檜前遺跡、赤田横穴 (いずれも奈良県 )、

周防国府 (山 口県 )、 大学府 (福 岡県 )、 鋼山製鉄所、

苗代川窯 (と もに鹿児島県)で地方公共団体や大学

等と共同調査をおこなった。改良を加えたGPR(地 中

レーダー)は、東大寺東塔院や平城宮での建物等の詳

細確認といった成果を生んでいる。

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

奈良文化財研究所と中国社会科学院考古研究所は日

中古代都城の比較研究を主題とする研究計画を立て、

5カ 年にわたる漢魏洛陽城の共同発掘調査研究を進め

る協定を締結した。

この共同研究では、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

線上には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年度は宮城正門 (間関門)の

北側にある 2号門址およびその周辺を発掘調査 した。

2009年度は 2号門址の北に位置する 3号建物址の調査

を実施した。

2010年度春季は 3号建物址の補足調査として、基壇

について南北と東西方向の断ち害Jり 調査を実施し、 3
号建物基壇の造営過程について知見を得た。同年秋季

は宮城西南隅の発掘調査を実施した。宮城西城壁と南

城壁をふくめた束西30m、 南北60m、 発掘面積は1,800

∬である。城壁本体とともに、隅楼と思われる基壇や、

南城壁の南側を走る道路跡等を検出した。城壁の時期

や構造を解明するために、南北幅 4m、 東西50mの試

掘坑を設定して、西城壁および城壁内外の状況を把握

するための調査を実施した。そのほか、多量の瓦、碑、

土器、その他金属製品等が出土した。

2011年度春季は城壁についての補足調査を実施 し、

発掘調査は終了する。秋以降は、報告書作成のための

出土遺物整理作業をおこなう予定である。

●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・研究をお

こなってきた。2010年度は 5カ 年計画の最終年度にあ

たり、これまでの調査成果の取 りまとめと次期 5カ 年

共同研究計画の策定を実施した。

まず、 6月 21日 から23日 の 3日 間、研究員 2名 を派

遣して洛陽市の進寧省文物考古研究所において、調査

成果の取 りまとめ方法と次期共同研究計画について協

議 した。文物考古研究所では、 5月 に新所長が着任さ

れたばか りであったが、協議は問題なく進めることが

できた。この協議に基づいて、調査研究報告書・論集

の作成 。編集作業に着手した。また、同じく次期共同

研究計画書等を作成 し、「日中共同研究申請書」を中

国国家文物局に提出した。

このほか、12月 には華玉水副所長ほか 3名 を招聘し

平城宮大極殿の整備状況等を視察した。 3月 には遼寧

省文化庁の丁輝副庁長、李向東所長、呂学明副所長の

3名 を招聘 し、平城宮跡の整備状況や水落遺跡の発掘

調査状況、飛鳥藤原地区の出土品等整理保管状況、さ

らに奈良・京都等の社寺建築等を視察して学術交流を

深めた。また、3月 の招聘時に学術講演会を実施して、

李向東所長には「途寧地区における造代塔の特徴」、

呂学明副所長には「劉について一巻鋒大刀説―」と題

してお話し頂いた。

●中国河南省文物考吉研究所との共同研究

2010年度は、新たに締結した第Ⅲ期 5カ 年計画の最

初の年度にあたる。第Ⅲ期 5カ 年計画は、発掘調査を

行わず、出土品の整理研究と報告書の刊行を主とする

ものである。河南省文物考古研究所が調査 した輩義市

黄冶窯および白河窯の調査研究を中心 とするものの、

1可南省内のほかの遺跡等の出土品を対象に加えて、こ

れまでの成果を基により総合的な調査研究を実施する

ことを企図している。2010年 9月 に 5名、2011年 3月

には 3名の研究員を中国に派遣し、撃義市水地河・白

河地区出上の唐三彩、北朝白釉、青釉などの陶磁器を

調査した。

現在中国では、唐三彩 を焼成 した窯は河北省 (刑

窯 )、 河南省 (摯義窯)と 、映西省 (黄堡窯、曜泉坊

窯の 2箇所)で知られている。先に記したように第Ⅲ

期 5カ 年計画は日本出上の唐三彩に関連した諸問題を

広 く総合的に検討することを目的の一つとしてお り、

そのため 9月 の訪中時には映西省まで足を延ばし、関

連資料の調査をおこなった。今回は、銅川市黄r_■窯と

西安市睦泉坊窯出土遺物の調査をすることができた。

摯義窯産の唐三彩との異動に関して詳細な観察をおこ

ない、その結果、特に曜泉坊窯出土品はその形態や技

術的側面まで類似する点があることを改めて確認する

ことができ、非常に有意義な成果があがった。

また、10月 には中国側から5名が来日し、学術講1寅
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会を開催するとと 日本国内の関連資料を調査 し

た。

なお、 F摯義白1可窯考古新発見』図録の日本語版は、

その作成に向けての基礎的作業を行い、2011年度に刊

行の予定である。

●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」を実施している。2010年度

はその第二期 3カ 年の最終年度にあたる。昨年度まで

の共同研究による成果を日韓双方の参加者が論考にま

とめ、2010年 12月 に韓国語版である F韓 日文化財論集

Ⅱ』を、2011年 3月 に日本語版である『日韓文化財論

集Ⅱ』を刊行 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

派遣し、新羅王京遺跡・四天王寺址・チョクセム遺跡

において共同発掘調査を実施 した。派遣期間は約 lヵ

月であった。国立慶州文化財研究所か らは 1名 の研

究員を受け入れ、藤原宮跡および平城宮跡において共

同発掘調査を実施した。あわせて奈良を中心に都城遺

跡・古代寺院遺跡等の視察を実施した。受け入れ期間

は約1.5カ 月であった。また、次期の共同研究にむけ

た協約更新協議および関連資料調査のための派遣 1件

を実施 した。

●西アジア諸国等の文化財修復保存協力事業

アフガニスタン、イラクならびに周辺諸国を対象と

して文化遺産保存4笏復協力にかかわる事業を東京文化

財研究所と共同で実施 している。

バーミヤーン遺跡の現地調査では、 7月 9日 から7

月30日 まで、東大仏西側の石窟群における調査、シャ

フリ・ゾハック遺跡における予備調査、これまでの調

査で出土した遺物の整理作業をおこなった。アフガン

人の考古学専門家に対する研4笏 は、奈文研においては

10月 4日 から11月 28日 まで、発掘調査法、測量、遺構

実測および出土遣物の整理法、実測等をおこなった。

イラク人専門家に姑する研修は、11月 8日 に保存修

復専門家 3名 に対 し金鍍金された遺物のクリーニング

法と水浸出土木材の保存処理について解説 した。

●中央アジアにおける研究協力

中央アジア諸国では、シルクロー ドの世界遺産登録

を目指す動 きがあり、研究者の世代交代が進む中で、
'

文化財の登録や資料の保存のために遺跡の総合的な記

述、発掘調査、整備・活用に関心が高まっている。日

本の高度で精密な遺跡調査技術に対する期待は大 き

く、2010年度はカザフスタンにおいて 5月 7日 から5

月15日 に遺跡探査の予備調査をおこなった。カザフ国

立大学では10月 に収蔵資料の調査をおこない2011年 2

月26日 に奈良文化財研究所との間で研究協力に関する

覚書を交わした。タジキスタン国立古物博物館におい

ても6月 と10月 に収蔵資料の調査をおこなった。

●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

考古班は 5月 、 8月 、12月 に現地調査を行い、東テ

ラスの変遷を明らかにすることができた。建築班は 5

月と8月 に調査を行い、祠堂群の詳細な調査と、類例

調査をおこなった。保存科学班は11月 に調査をおこな

い、サンプル石材への樹脂含浸作業等をおこなった。

年度末には若手研究者の招聘をおこなうとともに、報

告書を刊行した。
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'10912～ 922/ベ トナム社会主義共和国 ド

ンナイ省フーホイ村・フエ省フクテック村

の集落調査および類例調査/他機関負担

0海野 聡 :ベ トナム社会主義共和国/
'10912～ 923/ベ トナム社会主義共和国 ド

ンナイ省フーホイ村・フエ省フクテック村

の集落調査および類例調査/他機関負担

●深i畢 芳樹 :中華人民共和国/'10910～

917/河南省・映西省における唐三彩なら

びに関連資料の調査/運営費交付金

0小田 裕樹 :中華人民共和国/'10910～

918/河南省・映西省における唐三彩なら

びに関連資料の調査/連営費交付金

0高妻 洋成 :Rfン ゴル国/'10817～ 828

/ア ラシャーン・ハダ、セルベンハール

ガー両遺跡における石造文化財の保存のた

めの現地調査/東京文化財研究所

0田村 朋美 :モ ンゴル国/10817～ 828

/ア ラシヤーン・ハダ、セルベンハール

ガー両遺跡における石造文化財の保存のた

めの現地調査/東京文化財研究所

0加藤 真二 :ロ シア連邦/'10916～ 927

/科学研究費補助金による国際シンポジウ

ム出席と研究発表/科研費

●玉田 芳英 :中学人民共和国/'10910～

918/河南省・陳西省における唐三彩なら

びに関連資料の調査/運営費交付金

0松本 将一郎 :ベ トナム社会主義共和国

/'10912～ 923/ベ トナム社会主義共和国

ドンナイ省フーホイ村・フエ省フクテック

村の集落調査および類例調査/他機関負担

0田村 朋美 :大韓民国/'1091～ 93/大

韓民国出土ガラス製遺物の調査および1青報

J文集/科研費

●石村 智 :フ イジー/'10831～ 96/フ イ

ジーにおける考古学的遺跡の踏査/科研費

●降幡 順子 :中華人民共和国/'10910～

918/河南省・映西省における唐三彩なら

びに関連資料の調査/運営費交付金

●森先 一貴 :ロ シア連邦/'10918～ 925

/国際シンポジウム「北東アジアの大陸お

よび島嶼地域における人類の初期居住につ

いて」への参加、および研究発表/科研資

●丹羽 崇史 :中学人民共和国/'10922～

926//The Tonglimg Symposium on the

Bronze Civilization On 20101こ 参加//科研E豊

0中村 亜希子 :中華人民共和国/'10910

～918/河南省・欧西省における唐三彩な

らびに関連資料の調査/運営費交付金

0松井 章 :大 韓民国/'1097～ 910/貝

塚の発掘調査方法の指導と出土動物遺存体

についての研究指導/先方負担

0平澤 毅 :マ レーシア/'10912～ 919/
マラッカ及びジヨージタウンの保存管理に

関する現地調査等/他機関科研費

●森本 晋 :フ ランス/'10920～ 927/国

際学会「考古文化遺産に関するヴァーチャ

ルリアリテイー」に出席/運営費交付金

0高妥 洋成 :中 学人民共和国/'1098～

910/日 中韓共同シルクロード沿線文化財保

護人材プログラム講師/東京文化財研究所

0加藤 真二 :カ ザフスタン・タジキスタ

ン/々 101012～ 1030/シ ルクロー ド地域の

1日 石器時代遺物の調査/文化財保護・芸術

研究助成財団助成金

0小野 健吉 :大韓民国/'101020～ 1022

/忠南大学校百済研究所主催学術会議「東

アジア古代宮城の後苑」への出席と発表/
先方負担

0高妻 洋成 :台湾/'10917～ 920/台湾

伝統建築壁画及び絵画の保存状況現地調査

ならびに保存科学研究と技術の交流及び講

演/先方負担

0芝 康次郎 :中 学人民共和国/'101021

～112/中 国社会科学院考古研究所との共

同研究/運営費交付金

●城倉 正祥 :中 華人民共和国/.101021

～1224/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国武 貞克 :カ ザフスタン タジキスタ

ン/'101012～ 1030/旧石秤時代遺物を中

心とする博物館収蔵考古資料の調査/運営

費交付金

●森本 晋 :カ ザフスタン・タジキスタン

/'101012～ 1030/旧 石器時代遺物を中心

とする博物館収蔵考吉資料の調査/文化財

保護・芸術IJl究助成財団助成金

●加藤 真二 :中 華人民共和国/'1012■

～1223/科 学研究費による中国細石刃石

器辞の調査/科研費

●森先 一貴 :ロ シア連邦/.101021～ 1031

/ロ シア連邦沿海州ハサン地区におけるグ

ヴォズデヴォ5遺跡の発掘調査/科研費

0杉 山 洋 :カ ンボジア王国/'101111～

1223/文 化庁委託業務「カンボジア・ウ

ドン追跡およびロンヴェック遺跡等の保存

に関する拠点交流事業」/委託業務経費

●芝 康次郎 :中 華人民共和国/'101211

～1223/科 学研究費による中国細石刃石

器群の調査/科硼
:費

0松井 章 :ラ オス/'10■ 2～ 11■/ラ

オスにおける家畜、家禽の調査/科研費

0金 田 明大 iカ ンボジア王国/'101126

～123/文化庁委託業務「カンボジア・ウ

ドン遺跡およびロンヴェック遺跡等の保存

に関する拠点交流事業J/委託業務経費

●次山 淳 :大韓民国/.101119～ ■21/

韓国三国時代における出土貨幣および関連

資料の調査/科研費

●石田 由紀子 :大 韓民国/'101119～

■21/韓国三同時代における出土貨幣お

よび関連資料の調査/科研賞

0青木 敬 :大韓民国/'101119～ 1121/

韓国・扶余地域の都城関連追跡の現地踏査

および資料見学/科研費

0小田 裕樹 :大韓民国/.101119～ 1121

/韓国・扶余地域の都城関連遺跡の現地踏

査および資料見学/科研費

●井上 幸 i中 学人民共和国/'101029～

1031/束アジアロ本語教育日本文化研究学

会で発表/渡航費 :科研費・滞在費 1私費

0井上 和人 :大 韓民国/'10128～ 1210

/国際学術会議「益山歴史遣跡地区の世界

遺産的価値の糾明」に出席・講演/先方負担

0高妻 洋成 :カ ンボジア王国/'101114

～■ 19/ア ンコール文化追産保護に関す

る研究協力/運営費交付金

●脇 谷 草 一郎 :カ ンボ ジア王 国/
'10■ 14～■ 19/ア ンコール文化遺産保護

に関する研究協力/運営費交付金

0田村 朋美 :カ ンボジア王国/'10■ 14

～1119/イ アンコール文化遺産保護に関す

る研究協力/運営費交付金

0高妻 洋成 1大韓民国/'10■ 1～ 115//

1nternational Conference on Conservation

Ethics for Rational Decisioninakingi

Dialogue bet、 ハァeen the East and the S'ヽ Test

にて招待講演/先方負担

0清水 重数 :大韓民国/'10112～ 114/

日中韓国際シンポジウム「ソウル、北京、

東京Jへの参加/先方負担

●降幡 順子 :カ ンボジア王国/'101114

～■ 19/ア ンコール文化遺産保護に関す

る研究協力/連営費交付金

●渡退 晃宏 :大韓民国/'101026～ 1030

/国立羅州文化財研究所開所 5周年記念回

際学術大会への参加・報告/先方負担

0日代 亜紀子 :イ ンドネシア/'10■ 20

～1128/西 スマ トラ州パダンにおける歴

史的地区文化遺産復興支援 (専 門家交流)

事業への協力/東京文化財研究所

●深澤 芳樹 :大韓民国/410■ 9～ ■ 13

/目立廃州文化財研究所が主催する国際学

術シンポジウム「韓国の都城Jへの出席/
先方負担

●諌早 直人 1人 韓民国/'10■ 9～ 1113

/国立慶州文化財研究所が主催する国際学

術シンポジウム「韓国の都城」への出席/
先方負担

●森本 晋 :カ ンボジア/・ 101124～ ■27

/ア ンコール歴史遣跡保存開発国際調整委

員会出席/運営費交付金

●森本 普 :香 港/'101129～ 125/太平

洋近隣友好協会年次大会「デジタルコンテ

ンツから知1識資産へ」に出席発表/科研費

0井上 直夫 :カ ンボジア王国/'10126～

1213/ア ンコール文化遣産保護に関する

研究協力/運営費交付金
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●岡田 愛 :カ ンボジア王匡1/.10126～

1213/ア ンコール文化遺産保護に関する

研究協力/運営費交付金

0今井 晃樹 i中 学人民共和国/'101213

～1224/中 国社会科学院考古研究所との

漢魏洛陽城における共同調査への参加/運

営費交付金

●松井 章 :中 華人民共和国/'101212～

1216/田 螺山遺跡出土の動物遣存体の調

査/科研費

0高妻 洋成 :ベ トナム社会主義共和国/
'10■ 29～ 123/タ ンロン皇城遣跡保存に

かかる現地調査に参加/東京文化財研究所

0脇谷 草一郎 :ベ トナム社会主義共和国

/'101129～ 123/タ ンロン皇城遺跡保存に

かかる現地調査に参加/東京文化財研究所

0高妻 洋成 :台湾/'10125～128/2010文

化資産国際検討会にて招待講演/先方負担

0若杉 智宏 :大韓民国/'101129～ 1228

/国立慶州文化財研究所との発掘調査交流

への参加/渡航費 :運営費交付金・滞在

費 :先方負担

●栗山 雅夫 :中 華人民共和国/'101213

～1224/中 国社会科学院考古研究所との

漢魏洛陽城における共同調査への参加/連

営費交付金

●難波 洋三 :中 華人民共和国/'101213

～1217/中 国社会科学院考古研究所との

漢魏冶陽城における共同調査への参加/運

営費交付金

0箱崎 和久 :中 華人民共和国/'101210

～1219/第 一次大極殿院復元にかかる類

例の調査、および中国における八角塔に関

する調査・研究/運営費交付金・科研費

●鈴木 智大 :中 華人民共和国/'101210

～1213/第 一次大極殿院復元にかかる類

例の調査/運営費交付金

●箱崎 和久 :ベ トナム社会主義共和国/
'101223～ 1231/ベ トナム社会主義共和国

ドンナイ省フーホイ村・フエ省フクテック

村の集落調査および類例調査/他機関負担

●北山 夏希 :中 華人民共和国/'101210

～1213/第 一次大極殿院復元にかかる類

例の調査/運営費交付金

●井上 麻香 :中 華人民共和国/'101210

～1213/第 一次大極殿院復元にかかる類

例の調査/運営費交付金

●黒坂 貴裕 :ベ トナム社会主義共和国/
'101223～ 1231/ベ トナム社会主義共和国

ドンナイ省フーホイ村・フエ省フクテック

村の集落調査および類例調査/他機関負担

0田代 亜紀子 :ベ トナム社会主義共和国

/'101129～ 123/タ ンロン皇城造跡保存に

かかる現地調査に参加/東京文化財研究所

0芝 康次郎 :大韓民国/'11■ 26～ 130/韓

国旧石器時代遺跡出土資料の調査/科研賛

0加藤 真二 :大韓民国/'11126～ 130/

旧石器時代遺跡出土資料の調査/科研費

0加藤 真二 :中 学人民共和国/'■ 38～

315/南京博物院所蔵細石器、関連資料の

調査/科研費

0中村 亜希子 :中 華人民共和国/'1119

～116/韓代中国東北地域での出土瓦に関

する調査/笹川研究助成金

0庄田 慎矢 :中 華人民共和国/'1119～

116/「古代東アジアと日本の蒸 し調理」

にかかわる調査/三 島海雲記念財団

●森先 一貴 1大韓民国/'11126～ 130/

旧石器時代遺跡出土資料の調査/科研費

0清水 重教 :フ ランス・イタリア/
'101222～ 12/フ ランス・イタリアにおけ

る者る市景観と歴史的建造物の変容に関する

調査研究/京都大学大学院研究経費

0田代 亜紀子 :イ ンドネシア/'1111～

■8//イ ンドネシア西スマ トラ州パダンに

おける歴史的地区文化遺産復興支援 (専門

家交流)事業への脇力/東京文化財研究所

0田代 亜紀子 :ベ トナム社会主義共和国

/'11116～ 122/タ ンロン皇城遺跡保存ヘ

の協力/東京文化財研究所

0井上 幸 :中 華人民共和国/'101228～

1231/資料収集/科研費

0井上 和人 :ベ トナム社会主義共和国/
'■ 116～ 120/ハ ノイ、タンロン皇城発掘

調査支援/東京文化財研究所

●石村 智 :ア メリカ合衆国/'■ ■8～ 116

/ビ ショップ博物館にてカヌー資料の調査

/他機関負担

0石村 智 :ベ トナム社会主義共和国/
'11■ 23～ 129/タ ンロン皇城遺跡保存支援

国際協力/東京文化財初「究所

●石村 智 :フ ィジー/H■30～24/平 成

22年度文部科学省「国際イニシアティブ」

への協力/他機関負担

0降幡 順子 :イ タリア/'11117～ 122/目

伊文化財協力事業に係わる壁画I歩復と活用

に関するワークショップヘの参加/文化庁

0小野 健吉 :ア メリカ合衆国/'1138～

316/コ ロンビア大学との研究交流脇議、

セントラルパークおよびインディベンデン

ス国立公園の調杢/運営費交付金

●難波 洋三 :カ ンボジア王国/'1129～

214/ア ンコール文化遺産保護に関する研

究協力/運営費交付金

●杉山 洋 :カ ンボジア王国/'1129～ 225

/ア ンコール文化遺産保護に関する研究協

力/運営費交付金

●成図 聖 :大韓民国/'11214～ 213/日

中韓共同研究に係る資料調査および研究交

流脇約書の協議のため/運営費交付金

●松井 章 :大韓民国/'■ 224～227/貝

塚の発掘調査方法の指導と出土動物遺存体

についての研究指導/先方負担

0玉 田 芳英 :カ ンボジア王国/1129～
214/ア ンコール文化遺産保護に関する研

究協力/運営費交付金

0菊池 大樹 :中 華人民共和国/'■ 226～

34/王家地遺跡発掘調査資料整理/他機

関科研費

●深澤 芳樹 :カ ンボジア王国/'■ 29～

214/共 同研究「環太平洋海域における伝

統的造船技術の比較研究」のための調査/
他機関負担

●田辺 征夫 :カ ザフスタン・ウズベキス

タン/'■ 225～ 32/カ ザフ国立大学と奈良

文化財研究所の間における研究協力合意書

調印式並びに関連する行事への参加/運営

費交付金

0若杉 智宏 :大韓民国/'■ 214～ 218/

日中韓共同研究に係る資料調査および研究

交流脇約書の協議のため/運営費交付金

●廣瀬 覚 :大韓民国/'11214～ 218/日

中韓共同研究に係る資料調査および研究交

流協約書の協議のため/運営費交付金

●青木 敬 :大韓民国/'■ 214～ 218/日

中韓共同研究に係る資料調査および研究交

流協約書の協議のため/運営費交付金

●石橋 茂登 1大韓民国/'11214～ 216/

日中韓共同研究に係る資料調査および研究

交流協約書の協議のため/運営費交付金

0杉 山 洋 :ベ トナム社会主義共和国/
'■ 116～ 129/タ ンロン皇城遺跡保存支援

国際協力/東京文化財研究所

0深澤 芳樹 :大韓民国/'11315～ 319/

(財 )中 部考古学研究所主催による「海外

著名学者招聘講演会」に講師として出席/
先方負担

0庄 田 慎矢 :大韓民国/'11315～ 319/

(財 )中 部考古学研究所主催による「海外

著名学者招聘講演会」に講師として出席/
先方負担

0森本 晋 :カ ザフスタン・ウズベキスタ

ン/'11225～39/カ ザフ国立大学と奈良

文化財研究所の間における研究協力合意書

調印式並びに関連する行事への参加,お よび

「バーミヤン専門家会議」出席ならびにアフ

ガニスタン考古資料の調査/連営費交付金

0青木 達司 :中華人民共和国/'11213～

221/中 学人民共和国の史跡・名勝 古典

庭園調査/運営費交付金

0日 代 亜紀子 :フ ランス・イギリス/
■1228～ 39/「 バー ミヤン専門家会議」

出席、バーミヤン関連資料調査およびアフ

ガニスタン考古資料の訓査/運営費交付金

0松井 章 :ア メリカ合衆国/'11314～

323/カ リフォルニア大学バークレー校、

ネブラスカ大学リンカーン校にて研究討

議、資料収集/科研費
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●森川 実 :カ ザフスタン・ウズベキスタ

ン/'11225～ 32/カ ザフ国立大学と奈良

文化財研究所の間における研究協力合意書

調印式並びに関連する行事への参加/運営

費交付金

0国武 貞克 :カ ザフスタン・ウズベキス

タン/'11225～ 32/カ ザフ国立大学と奈

良文化財研究所の間における研究協力合意

書調印式並びに関連する行事への参加/運

営費交付金

0田代 亜紀子 :ベ トナム社会主義共和国

/'11223～ 226/タ ンロン皇城遺跡保存事

業への協力/東京文化財研究所

0北山 夏希 1大韓民国/'■ 227～32/
第一次大極殿院復元にかかる類例の調査/
運営費交付金

0井上 麻香 :大 韓民国/'11227～ 32/
第一次大極殿院復元にかかる類例の調査/
運営費交付金

●海野 聡 :大韓民国/'■ 227～ 32/第

一次大極殿院復元にかかる類例の調査/運

営費交付金

●箱崎 和久 :大 韓民国/'■ 227～32/
第一次大極殿院復元にかかる類例の調査/
運営費交付金

0丹羽 崇史 :中学人民共和国/'■ 314～

320/河南省・陳西省における唐三彩なら

びに関連資料の調査/運営費交付金

0小野 健吉 :大韓民国/'11326～ 330/

韓国における庭園等の現地調査/京都大学

大学院研究経費

●石村 智 :ミ クロネシア連邦/'■ 217～

224/ナ ンマ ドール遺跡保護の国際協力/
文化遺産国際協カコンソーシアム

0石田 由紀子 :中華人民共和国/'11314

～320/河南省・陳西省における唐三彩な

らびに関連資料の調査/運営費交付金

0若杉 智宏 :中 華人民共和国/'11314

～320/河南省・映西省における唐三彩な

らびに関連資料の調査/運営費交付金

●馬場 基 :中華人民共和国/'11313～ 318

/長沙市出土木簡の調査/他機関科研費

●石村 智 :中華民国・パラオ共和国/
'■ 226～ 37/・ 台湾・パラオにおける先

史オーストロネシア集団関連の調査・パラ

オにおける戦争遺跡の調査/科研費

公開語演会

東京講演会

2010年5月 15日

◆田辺 征夫 :平城宮跡のむかしと◆

第一次大極殿復原建物が完成し、平城宮

跡会場を主会場とする平城遷都1300年祭が

盛大に始まった。今日、平城宮跡は特別史

跡であり、世界遣産であり、また国営公園

でもある。平城宮跡は押しも押されもせぬ

国民の貴重な史跡として周知された。しか

し、ここに至るには幕末以来の150年 の研

究と、明治末年からの100年 におよぶ保存

への努力があった。その研究と保存の歴史

を振り返り、 どのようにして今日の平城宮

跡にたどり着いたかを語り、今日の祭典の

成功を、先人たちの努力と思いの結晶であ

ることを強調した。

◆島田 俊男 :大極殿の復原

まず、平城宮跡の現況とこれまでの整備

について説明し、そのなかでの大極殿復原

の位置づけ、目的および方針を説明した。

その上で、大極殿地区の発掘調査の成果を

解説し、発掘調査から得られた大極殿に関

する具体的情報は、基壇の平面規模と瓦の

形式のみであることを述べた。このような

なか、何を根拠に、何を参考事例として、

どのような考え方で大極殿の復原設計をお

こなったについて詳細に説明した。その上

で、実際の施行の様子を解説し、そのなか

で現代的な工法の説明をするとともに、今

回の復原事業についての理解を促した。

◆馬場 基 :木簡が語る平城京の時代

木簡は、編纂や書写を経ていない「生J

の歴史資料である。木簡を作成 し、利用

し、廃棄した人々と、木簡を介して直接向

かいあっている。こうした木簡の特性に注

目し、木簡が使われた場面を想定し、そこ

から知ることができる平城京の様子を考え

てみた。

浮かび上がってきた平城京は、実に活気

に満ちている。そこに生きる人々も、タフ

に時代を生き抜いていた。その活き活きと

した人々とまちの様子の一端を伝えること

が出来ていれば、と思う。

2010年9月 25日

◆深澤 芳樹 :く れないはうつろうものぞ

演題は、万葉集に載る大伴家持の歌で、

彼が富山に赴任中、部下を教え諭した時の

作、上二句。法律も登場し当時の夫婦にお

よぶので、これはこれでなかなか興味深い

のだが、色合いと色持ちを機知的に利用し

ているところがこの歌の魅力である。

歌には、紅花で染めたくれないと橡 (つ

るばみ)染めとが登場する。当日は、これ

で染めた絹羽二重を用意し、会場で披露し

た。くれないは、京都の吉岡幸雄さんに染

めていただいたもの。華やかで美しい。そ

れと私が染めた橡染めは、ややムラがある

もののとてもしぶい。実際の色が、きっと

歌の理解を深めてくれたことでしょう。

◆難波 洋三 :銅鐸 花器として生きる

銅子畢には、花器に転用されたものが50個

以上ある。中国では、北宋時代に士大夫階

級の間で古代の青銅器への関花ヽが高まり、

その模倣品が多く作られた。室町時代には

それらの模倣青銅器の花器や床飾りをはじ

めとするさまざまな唐物が日本に輸入され

て、茶の湯などで珍重される。このような

風潮を受け、江戸時代には日本出上の青銅

器である銅鐸が、花器に改変されるように

なったと考えられる。しかし、明治になり、

銅鐸の文化財としての評価が高まると、こ

のような転用はなくなる。

◆松井 章 :吉代人の肉食の忌避という虚構

奈良時代といえば、聖武天皇が深 く仏

教に帰依し、殺生肉食をしていなかったと

思っている人が多いだろう。私自身、奈良

文化財研究所に入つてしばらくの間はそう

思っていた。

ところが、平城京にかぎらず、古代から

中近世の遺跡から出土する動物骨を調査

するうち、日本人はいつの時代も、貴重な

動物の肉を無駄にはしてこなっかたと確信

するにいたった。日本人は肉食を忌避した

という建前から、実際には肉を食べながら

も、都合の悪い事実は書き残さなかったと

考えられる。

◆小野 健吉 :日本庭園のはじまり

まず、「日本庭園」のデザイン上の特色

として、①自然風景に見られるような「曲

線」を基調とすること、②自然に従った材

料・技法を用いること、をあげたうえで、

飛鳥・奈良時代の発掘庭園の事例から、こ

うしたデザインが奈良時代に平城宮・京で

確立したことを示した。そして、それが中

回・唐の庭園デザインを基盤にしつつも日

本人の底流にある美意識が投影されたもの

ではないかとの見解を示した。さらに、浄

土庭園や枯山水、茶庭などの事例をあげな

がら、平安時代以降、近代にいたるまでの

日本庭園の展開について紹介した。

◆丼上 和人 :古代遷都の真実―飛鳥宮・

藤原京・平城京の謎を解き明かす―

2010年 は和銅 3年 (710)の 平城京遷都

から1300年 目にあたる。平城京の直前の都

城は、16年存続しただけの、わが国最初の

大陸式都城・藤原京であった。それ以前

は宮室つまり王宮だけが王権の所在地とし

て単独で存在しており、その場所が飛′鳥で

あつた。飛鳥には630年 以後、王宮が営ま

れるが、これは大陸で唐帝国が確立し、周

辺諸国に対する征服戦争を開始したことに

対応したものであった。以後の藤原京の建
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設も、そして半城京遷都も、その原因は唐

の軍事的圧力に対してわが国を防衛してい

くための切実な方策に他ならなかった。

第106回公閲講演会

2010年6月 12日

◆田辺所長 ミニ講演 :考古学すんわ⑩

古代の食卓復元を再考してみよう

◆中川 あや :平城遷瓦―都がうつる。瓦

もうつる。一

藤原官から平城宮へ都が遷る際、建築資

材も共に移動している。なかでも藤原宮の

屋根瓦は、平城宮の発掘調査においてしば

しば出上し、旧都の資材の活用状況や、新

都の建設理念を垣間見ることのできる格好

の材料である。詳細な分析の結果、平城遷

都の際、藤原宮から運ばれた瓦はごく一部

であったこと、藤原官の瓦が再利用された

場所は平城官の第一次大極殿院以外の各所

で、第一次大極殿院には意識的に新作の瓦

が用意されたこと、再利用する際に藤原宮

での使用建物は全く意識されなかったこと

等が明らかになった。

◆高田 貫太 :古代における日本と新羅の

交流

7世紀に日本 (倭 )が新羅との活発な

交渉を通して先進文化や詣制度を摂取した

状況を考古学的な観点から検討していく必

要がある。宇治市隼上り瓦窯跡 4号窯にと

もなう軒丸瓦 (A・ E型式)は、詞i経から

渡ってきた異なる技術伝統を有する二組の

工人達によって製作された可能性も考えら

れる。飛鳥寺禅院の所用軒丸瓦はそれぞれ

独自性が高く、系譜をたどると新経、百済、

そして中国南朝に系譜が追え、相対的に新

羅的要素が色濃く認められる。 7世紀の瓦

資料からみると、日本 (倭 )と 新羅は継続

的に7世紀を通して交流を重ねていたこと

がうかがえる。その背景として、朝鮮三国

の抗争の中で、折を見て倭との提携を模索

する新経の姿を認めることは許されよう。

第10フ回公開語演会

2010年 1]月 13日

◆田辺所長 ミニ講演 :考古学すんわ①

二つの第一次大種殿院復原案

◆石村 智 :玄美三蔵の見たパーミヤーン

2001年 のタリバーン政権による大仏爆破

と続 くアフガン戦争後の文化復興に向け

て、束京文化財研究所 。奈良文化財研究所

はアフガニスタン・バーミヤーン遺跡 (ユ

ネスコ世界追産・危機追産)において文化

遣産保護のための支援事業を進めてきた。

バーミヤーンにはかつて壮麗な仏教王国が

存在し、三蔵法師として有名な唐の玄笑も

そこを訪問し、その様子を『大唐西域記』

に記述している。そして近年の東文研 `奈

文研による現地調査の結果、玄笑の記述

を表付けるさまざまな考古学遺跡が発見さ

れており、本発表ではそれらの紹介をおこ

なった。

◆浅野 啓介 :西大寺食堂院跡出土木簡に

ついて

西大寺食堂院跡出土木簡の内容により、

食堂院で行なわれた行事の復原を試みた。

特に「伊賀栗」を拾 う使いに食料支給 し

た木簡について検討した。伊賀栗は、伊賀

国の栗ではなく毬栗で、おそらく、西大寺

の近くにあったであろう栗林に栗を拾いに

行ったことが分かる。東大寺では秋に栗を

供える行事があり、西大寺でもその毬栗を

供えたものと思われる。また、平安時代の

食堂作法によると、平等性を保つため僧ご

とに均―な量を支給していたが、西大寺で

は細かな量を記した付札も多く出土してお

り、ここでも食料を細かく量っていたこと

がうかがわれる。

研究集会

◆古代官衝・集落研究会 (第 14回 )

2010年 12月 10～ 11日

新たな事務局体制による第 2回 目の研究

集会となる今年度は「官衡・集落と鉄」を

テーマに研究集会を開催した。

研究報告は、小池伸彦「古代冶金工房と

鉄・鉄器生産」、音波正人「福岡市元同・

桑原遺跡群の概要J、 小杉山大輔・曾根俊

雄「鹿の子遺跡について」、鈴木瑞穂「分

析からみた古代の鉄生産技ηf」 、小田和利

「集落と鉄器」、古尾谷知浩「文献史料から

みた古代の鉄生産・流通と鉄製品の生産」

の 6本 である。総合討議では製鉄に関わ

る工人の系譜と編成について、鉄素材の流

通、集落における鉄製品の普及、国衛・郡

衛の関与など多岐にわたる論点について活

発な議論が交わされた。

参加者は地方公共団体・大学関係者等

112名 で、アンケー トでは94%が有意義で

あつたとの回答が得られた。また、この研

究集会の研究報告を2011年 度に刊行する予

定である。

(小田 裕樹)

◆文化的景観研究集会 (第3回 )

2010年 12月 16日～ 17日

第 3巨1目 の文化的景観研究集会は、「文

化的崇観の持続可能性Jと いうテーマの下

に、保存計画と保全行為の実践について検

討する場とし、全国各地から約170名 の参

加を得で開催した。

文化的景観で何を守り、どういった変化

であれば許容されうるのかという問題に対

して、今回の研究集会では、生業のイL続の

ため維持管理作業を進展させることを基礎

にしつつ、そのための整備手法や許される

変化は各地域の本質的価値の置き場所によ

り異なるという一定の答えが見出された。

農山漁村でも都市域でも、文化的景観が生

きているものである以上、自ら修復し、新

たなしくみを生成していくための手立てが

求められる。今後、各地域での実践を積み

重ね、様々な地域で応用できる手法開発に

取り組む必要性が強く認識された。

(恵谷 浩子)

◆遺跡整備・活用研究集会 (第 5回 )

2011年 1月 21日 ～22日

文化遺産部遺跡整備研究室が平成18年

度から開催してきた「遺跡整備・活用研究

集会」の第5回 では、『地域における遺跡

の総合的マネジメント』を全体テーマとし

て、4本の講演の下、デイスカッションを

おこなった。

講演においては、《地域と遺跡》 (21日 )

として「地域計画における遺跡の役割と機

能Jと 「地域文化の育成と遺跡の保存 `活

用」、また、《社会振興と遣産》 (22日 )と

して「地域社会における遺産の保存管理J

と「地域振興の取組と遺産の包括的保全J

が講演され、様々な観点・立場から地域と

遺跡・遣産との関わり合いについて課題の

提起や取組の方向性が示された。

ディスカッションでは、《地域文化とし

ての遣跡・遺産》を主題として、遺跡・遺

産の保護・継承に係る取組や活動を実際に

進める中での地域における種々のステーク

ホルダーの存在を踏まえ、遣跡・遣産のマ

ネジメントのためのプロフェッションのあ

り方等について検討した。

(平澤 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 (3)継続

木簡解読支援システムでは、削屑の多量

の出上に対応した木簡の情報を効率よく蓄

積し整理するためのアノテーションツール

の開発と、Mokkanshopの 字体検索の高度
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化に向け、塁と背景を分離する画像処l ll研

究をおこなった。

研究拠点データベースでは、新たに約

5000点 の画像を蓄積した。累積文字画像数

は約50000点 、木簡数で約3000点 に達した。

また、「木簡字典」へのメタデータ付与の

効率化のために、「木簡データベース」と

「木簡字典」の共通入カツールを開発した。

また、墨書土器の文字の字典の開発にも着

手した。

今後、文字コー ドからの入口「木街字

典J、 画像からの入口「Mokkanshop」、こ

の二つを中核として、さまざまな知識デー

タベースを相互に利用できる環境を形成

し、出土文字資料研究拠点データベースの

構築を図る予定である。

◆ミリ波およびテラヘルツ波を用いた文化

財の新たな非破壊診断技術の開発研究

代表者・高妻 洋成 基盤研究 (A)継続

本年度は、種々の材料のテラヘルツ分光

スペクトルを反射法により収集するととも

に、一部古建築の彩色材料のテラヘルツ分

光スペクトルを収集した。また、試作した

プロトタイプの携帯型ミリ波イメージング

装置を用いて、焦点距離、分解能、走査速

度、侵入深さなどについて主として木材を

基底材とした彩色試料に対して検討をおこ

なった。携帯型テラヘルツ波イメージング

装置を用いたケーススタデイとして、愛染

堂多宝塔内陣障壁画、談山神社本殿障壁画

および同神社権殿の塗装された建築部材に

対する調査をおこなった。

◆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)新規

11月 、ラオス北部の山岳少数民族の動

物利用と焼畑について現地調査をおこなっ

た。重点課題として、ブタ、ニワトリ、イ

ヌ等の家畜と、野生イノシシ、セキショク

ヤケイとの関係を観察できた。

3月 、カリフォルニア大学、ネブラスカ

大学を訪問し、先住民文化 とその生業活

動について調査をおこなった。ネブラスカ

大学では、プラット川河畔の戦跡考古学の

調査に参加し、植民地時代のスペインとフ

ランス、そして先住民の戦場の探査を実施

し、日本に適応する可能性を探った。

10月 、生 物 多 様 性 ワー ク シ ヨップ

『COP10』 において科研の成果を盛 り込ん

だ発表をおこなった。

◆日本初期貨幣史の再構築

代表者・次山 淳 基盤研究 (B)継続

出土銭貨をもとに、わが国の貨幣の誕生

と貨幣制度の確立過程の解明を目的とした

研究。3カ 年計画の最終年度となる2010年

度は、研究成果の取りまとめ作業をおこな

うとともに、山口県長登銅山文化交流館を

会場に研究集会「占代長門の産IΠ と銭貨生

産Jを 開催した。また、鋳造実験の成果報

告書「古代銭貨の復元鋳造実験Jを刊行し

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

本研究では、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

ら移動した状態で現在保管されている資料

群の性格を追求する。2010年 度は新4歩東大

寺文書聖教の調査を継続した。未整理文書

を東大寺で調査したが、内容は、東大寺年

預のもとに集積された近世文書、中世以来

東大寺が権益を持っていた周防国国衛領関

係の近世文書、さらに近世聖教等、多様な

様相を示す。また興福寺関係文書である中

村準一寄贈文書について、幕末期の日記の

翻刻をおこなっている。

◆中国細石刃文化の基礎的研究―河南省霊

井遺跡石器群の分析を中心として一

代表者 。加藤 真三 基盤研究 (B・ 海外 )

新規

河南省霊井遺跡出上の細石刃石器群を整

理し、周辺地域の石器群と比較検討するこ

とで、その位置づけを明確化する研究。本

年度は、河南、山西、北京、江蘇の市省、

韓国で調査し、霊井に関しては、細石刃関

連遣物の集討、観察、実測をほぼ完了し

た。また、17点 の年代測定を実施し、ほぼ

11500-11900c14年 BPの測定値が得られた。

河南省霊這跡の細石核

◆青銅製祭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)継続

近年、弥生時代の青銅製祭器の良好な成

分分析例が増加しているが、それらの青釦

器の金属原料の主要な入手先であった中国

の青銅器については、精度の高い成分分析

例がほとんどない。そこで、今年度は銅鐸

の研究を進めるとともに漢鏡の成分分析を

おこない、弥生時代の青銅器の微量成分と

の比較検討等をした。

◆古代の鉛調整力Π工技術に関する考古学的

研究

代表者・小池 伸彦 基盤研究 (C)継続

本研究は、古代の中央官営工房における鈴

調整・加工技術の究明を目的とする。2010

年度は主に平城宮第70次調査出土冶金関連

遺物の再検討を実施した。その結果、鉛関

連遺物は検出できなかったが、金加工用ナ‖

蝸を確認した。これは平城宮跡では初めて

の例で、飛鳥池工房例との比較検討が可能

となった意義は大きい。

◆中国産木材の顕微鏡的特徴に関するデー

タベースの構築

代表者・伊東 隆夫 基盤研究 (C)継続

本年度は南京林業大学の李 大綱教授を

中国人協力者として招聘し、それぞれ樹種

別に79種の顕微鏡的特徴の記載をおこなっ

た。一方、通常光顕微鏡による木材三断面

の写真を撮影すると同時に実体顕微鏡に

より木口面の写真撮影をもおこなった。今

後、研究代表者がこれら樹種別記載につ

き、標準顕微銃標本や既往の出版物を参考

にして、完成度の高い内容にする予定であ

る。

◆古代律令国家の官衛と寺院の占地に関す

る比較研究

代表者・小澤 毅 基盤研究 (C)新規

本研究は、日本の古代律令国家における

官衛と寺院がいかなる場所に造営され、占

地上、どのような関係を有していたかを検

討 し、立地面の特性とそれが果たした政

治的な役割を解明することを目的としてい

る。二年目にあたる本年度は、畿内および

東海道・束山道諸国の官衡・寺院追跡を対

象として、資料の収集をおこなった。

◆発掘調査成果の総合的な機械可読化に関

する研究

代表者・森本 晋 基盤研究 (C)継続

発掘調査の記録は大きく分けると実測

図、写真、文章からなる。2009年 度は遺構

実測図の構成要素について事例収集と分析

を進めており、その成果に基づいて2010年

度は遺物実測図の構成要素に取 り組んだ。

上器、石器といつた遣物の種類ごとに記録

しようとしている情報とそれを表現する手

段との関係を分析している。

◆古代ガラス・釉薬から探る製作技術に関

する科学的研究

代表者 。降幡 順子 基盤研究 (C)新規
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本研究は、古代ガラスおよび釉薬の材質

とその物性に着日して製作技術に関する変

遷を明らかにすることである。今年度は弥

生時代、 7世紀前半～ 8世紀、9世紀末～

10世 紀出土ガラス・鈴釉陶器の分析調査、

さらに鉛ガラスの熱膨張試験および粘度試

験を実施した。研究成果の一部は学術雑誌

へ投稿をおこなった。

◆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

最終年度となる本年度は、平安時代出上

鏡の 4害1を 占める栃木県日光市男体山祭〒E

遺跡出土鏡の調査を重点的におこない、全

点の実測図化・デジタルデータ化を終え

た。また、日本各地で出土する平安時代鏡

の調査も併せて行い、当該期の日本鏡の特

徴整理をおこなった。成果の一部は「瑞花

双鳥八稜鏡の出現J(『遠古登攀』)と して

公表した。

◆木簡の構文 。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)継続

昨年度に引き続きフルテキストデータヘ

のタグ付け作業を行い、さらに、その公開・

分析にこぎ着けた。データの公開は、「木

簡画像データベース・木簡字典」に反映さ

せることとした。なお、XMLデ ータを利

用した「木簡字典」の公開は、サーバの入

れ替えなどの都合で遅れているが、システ

ムとデータは完成している。

分析作業は、3月 中に完成する予定で

あったが、東日本大震災による計画停電な

どにより、開発と作業を依頼していた研究

チームで作業の遅れが出たため、完成はし

ていない。ただし、実験作業には入ってお

り、近々公表出来る見込みである。

◆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)継続

本研究は工具痕分析を武器として埴輸・

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。2010年度は本研究の最終年度にあ

たるため、研究の総括作業をおこなった。

なお、成果の一部については、『北武蔵の

埴輪生産と埼玉古墳群』と題する報告書を

刊行して総括した。

◆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)継続

東アジアに現存する八角木塔である、応

県木塔 と安楽寺八角三重塔では、規模だ

けでなく構造の形式がまったく異なる。中

国に現存する八角碑塔や碑身木権塔をみる

と、北方のものは規模も大きく、応県木塔

と組物の形式も共通し、江南の碑身木権塔

はやや規模が小さく、安楽寺人角三重塔と

共通する組物形式をもつ。これらが建物規

模によるのか、地域性によるのかをさらに

分析する必要がある。

◆南部諸大寺の中世寺院への転成過程に関

する建築史学的研究

代表者・大林 潤 若手研究 (B)継続

本研究は、平城京の諸大寺の伽藍配置や

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、文献資料の検討を行

うことを課題とする。2010年 度は、過去2

年間に収集した資料の整理と、補足作業を

おこなった。また、西大寺旧境内でおこな

われた発掘調査図面の集成と、西大寺関係

資料の再検討をおこなった。

◆人骨に認められる刑罰痕の研究一打ち

首 。さらし首を例として一

代表者・橋本 裕子 若手研究 (B)継続

中世の頭蓋骨に刀傷のある人骨資料の

データ収集を行った。神奈川県逗子市所

在の名越切通遺跡周辺部の「まんだら堂や

ぐら群」から人骨の頭骨と環権の一部のみ

が検出され、打ち首となった人骨の可能性

が推測できた。頭部にはTとが穿たれている

ことが確認でき、孔の形状から和釘を用い

て孔が穿たれたことが予想できた。頭部の

孔は、「さらし首」として平安物語絵詞に

描かれているものと酷似していただけでな

く、絵巻資料からは判断できなかった頭部

への穿孔方法についても、解明の糸口にな

る資料となった。

◆造瓦からみた6～8世紀の日朝交渉

代表者 高田 買太 若手研究 (B)継続

本研究は、瓦を通してみた6～ 8世紀代

における日朝交渉、特に新羅との関係を検

討する。今年度は、宇治市隼上り窯産の軒

丸瓦や飛鳥寺東南禅院所用と推定される軒

丸瓦に認められる新羅との関係を論考とし

てまとめた。また、慶州地域で新たに確認

された花川里瓦窯などの踏査を実施した。

そして、新羅の地方の古代寺院の瓦資料を

集成した。

◆オセアニア島嶼環境へのラビタ人の適応

戦略を探る先史学的研究

代表者・石村 智 若手研究 (B)継続

本研究は、オセアニアの島嶼世界に人類

史上初めて拡散・適応 したラピタ人の生態

を、特に動植物の資源利用および集落立地

の観点から検討をおこなうものである。本

年度では、フィジー諸島共和国ビテレブ島

において現地調査をおこない、現在の伝統

的集落における資源鼻布および利用実態を

民族考古学的手法により調査・分析するこ

とで、ラピタ人集落における生態モデルの

復元を試みた。

◆古代日韓における土木技術の系譜にかん

する考苗学的研究

代表者・青木 敬 若手研究 (B)継続

本研究は、 6・ 7世紀における古墳・寺

院・都城など土木構造物の築造技術につい

て、日韓双方の調査事例を精査 し、比較

検討する。2010年 度は、発掘調査報告書を

もとに日韓双方の事例収集と検討をおこな

い、古墳築造法の系譜と展開については、

東北・関東前方後円墳研究会で口頭発表し

た。宮都関連遺跡における円遺構の特徴に

ついて『官衛と門』に紙上発表し、掘立柱

建物の分析祝座を『奈文研紀要2011』 |こ 紙

上発表する予定である。

◆東アジアにおける失蝋法の出現と展開に

関する考古学的研究

代表者・丹羽 票史 若手研究 (B)継続

本研究は、主に考古遺物の検討から東ア

ジアにおける失蝋法技術の出現・展開過程

を解明することを目的とする。

本年度は、日本国内の機関が所蔵する

失蝋法関連遺物および鋳造関連遺物の調査

を進めた。 1月 24～ 27日 には武漢大学歴史

学院の張昌平教授を招き、張教授とともに

日本国内の機関が所蔵する中国青銅器の調

査を実施 した。また、“TONGLING SYM
POSIUM ON BRONZE CIVILIZATION

2010"(9月 23日  中華人民共和国安徽省

銅陵市 )、 国際研究集会「アジアの高錫青

銅器―製作技術 と地域性 」 (11月 20日  東

京芸術大学)、 アジア鋳造技術史学会2010

出雲大会 (8月 28・ 9日  島根県立古代出

雲歴史博物館)な どで研究報告をおこなっ

た。

◆古代東アジアにおける都城と葬送地に関

する考古学的研究

代表者・小田 裕樹 若手研究 (B)継続

研究計画の二年目にあたる本年度は、韓

国の扶余地域周辺の遺跡踏査をおこなった

ほか、国内の墳墓関連資料の調査をおこ

なった。また、隋・唐代の墳墓資料につい

て、引き続き調査報告・墓誌などの文献収

集・データベース化をおこなった。なお、

現時点での研究成果について、口頭発表を

おこない、論文として発表した。
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◆校倉造りの歴史的変遷と地域特性に関す

る研究

代表者・黒坂 貴裕 若手研究 (B)継続

本研究は、古代の遺跡から出上 した校

倉造りの建築部材について、板校倉の構法

について、民家建築における校倉造りの地

域特性、近代建築技術書にみる校倉造りに

ついて、以上の研究を通じて、古代から近

代までの校倉造りの構法について整理する

ことを目的としている。2010年 度は井戸枠

材などに転用された校木の出上部材につい

て、木取りについての調査をおこなった。

◆復元設計を方法とする東アジア古代建築

の空間及び造形原理の解明

代表者 。清水 重敦 若手研究 (B)継続

本研究は、発掘遺構の復元設計を古代建

築理解のための方法と位置付け、その設計

プロセスを通じて空間と造形の形成過程を

追体験することにより、古代建築の空間・

造形原理に追ろうとするものである。今年

度は、昨年度より実施してきた想定新薬師

寺七仏薬師金堂、平城宮朱雀門の2遺構に

つき、復元設計と既往の案の再考を試み、

それぞれ論考にまとめた。また、飛鳥・奈

良時代以降の建築技術の源流を探る意味

で、縄文、弥生、古墳時代における建築技

術を再検証すべく、発掘調査に基づく建物

復元をおこなつている事例を現地調査する

とともに、既往の復元諸研究の検証をおこ

なった。

◆中世日本と中国における木造建築の架構

システムにおける比較研究

代表者 。鈴木 智大 若手研究 (B)継続

本研究は、木造建築の架構システムに

着目し、日本と中国の比較をおこなうこと

で、両国、さらには、東アジアにおける木

造建築の技術およびその設計論理を解明し

ようとするものである。本年度は、4参理工

事報告書および保存図から中世日本の図面

の収集整理をおこなった。また、唐代～遼・

金代の遺構が多く現存する中国山西省北部

の古建築調査をおこなうとともに、現地の

研究者との意見交換をおこなった。

◆土質遺橋保存のための基礎的研究‐動水

勾配を利用した塩類析出透水法の開発

代表者・脇谷 草一郎 若手研究 (B)新規

本研究は水の供給によって 1)遺構土

壊の形状安定化、および2)可溶性塩類の

リーチングをおこなうことで土質遺構の安

定な露出展示保存法の開発を目指すもので

ある。

本年度は土壌カラムを作成して、水分、

溶質および熱の移動について検討をおこ

なった。今後は水分・熱・溶質移動の数値

解析をあわせておこない、最適な水分・熱・

溶質のフラックスを与える水分の供給速度

について検討をおこなう予定である。

◆東アジアにお1ナるインド・パンフィック

ビーズの材質と流通に関する科学的研究

代表者・田村 朋美 若手研究 (B)新規

本研究は日本で出土するガラス小玉につ

いて非破壊元素測定をおこない、材質と着

色材の関係からその歴史的変遷について明

らかにすることを目的とする。2010年 度は

北部九州における弥生時代のガラス小玉を

中心に分析調査を実施した結果、当該時期

の北部九州で流通したガラス小玉の材質的

特徴について新たな知見が得られた。

ユ   A P゛ モ、評

韓国出上のガラス製品

◆令前木簡と吉代文書の機能論的検討によ

る日本における古代文書行政成立史の研究

代表者・山本 票 若手研究 (B)新規

本研究は、研究がまだ途についたばかり

の令前の文書木簡を主たる対象とし、樹

種をはじめとした木簡のモノに即した検討

と、古文書との比較研究の成果とを踏ま

えつつ、日本における文書行政の成立過程

を明らかにせんとするものである。初年度

は、全国から出上した7世紀木簡の熟覧調

査、赤外線機器を用いた再釈読、写真撮影

による資料収集をすすめ、その成果の一部

は2010年秋の「木簡黎明」展などで公表し

た。

◆日本列島における更新世終末期から完新

世初頭における資源獲得行動と社会変化の

研究

代表者 。国武 貞克 若手研究 (B)新規

本年度は後期旧石器時代全時期の石材

資源の獲得戦略の解明を課題とした。そこ

で、石材原産地の時期別の利用傾向を独自

の視点から分析し、成因や産状との相関を

検討した。すると、時期別に有意な違いを

見出すことができ、その原因を技術と居住

戦略の観点から説明することができた。こ

の概要を論文としてまとめたので今後発表

する予定である。

◆九州における更新世末の移動・居住シス

テムの変遷過程に関する研究

代表者・芝 康次郎 若手研究 (B)新規

本研究は、九州の後期旧石器時代から縄

文時代移行期の移動・居住システムについ

て、石器技術、石材消費の観点から究明す

るものである。今年度は細石刃期以前のナ

イフ形石器・台形石器群資料を集成し検討

した。その結果、遠隔地産良質石材が拡散

する細石刃石器群と比較して、近傍産石材

への依存傾向を確認できた。また、比較材

料として韓国の旧石器資料について現地調

査もおこなった。

◆奈良時代の中央と地方における建築技術

の研究

代表者・海野 聡 着手研究 (B)新規

本研究では、発掘資料をもとにした古代

建築技術の解明と文献を用いた中央、地

方における造営技術者や造営体制、儀式な

どの建物の利用方法の解明を目的としてお

り、本年度は、主に文献をもとに造営体制

及び技術者について検討し、成果を「日本

建築学会」「建築史学会」の審査付学術論

文によつて公開した。

◆近世建造物の年代測定を目指したツガ年

輪パターンの拡充と産地推定

代表者・藤井 俗之 若手研究 (B)新規

ツガに関する暦年標準パターンの実用化

と、それに基づく木材の産地推定手法の開

発を目的とした新規課題である。2010年度

は近畿や四国を中心に古材等のデータ収集

をすすめたほか、東北大学など他の研究機

関とも連携して収集済みデータの検討をお

こなった。一部の成果は日本文化財科学会

で発表した。

◆木簡の字形分析による異体字の基礎的研究

代表者・丼上 幸 研究活動スター ト支援

継続

本研究の目的は、①日本古代の木簡の筆

画のあり方の把握及びこれを生成する場、

位相の分析による文字使用の実態把握と文

字意識の分析、②①をふまえ、実態に即し

た異体字研究を再構築することにある。今

年度は、引き続き、木簡資料と中国の異体

字研究関連の資料収集をおこない、成果と

して回頭発表と、文字瓦等の木簡以外の資

料も用いた、筆順と異体字発生の背景をめ

ぐる論文を発表した。
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◆東アジアにおける苗本州島後期旧石器文

化の特殊I性とその形成過程の研究

代表者・森先 ―貴 研究活動スター ト支

援 継続

東アジア世界において本州以南の日本

(古 本州島)の 旧石器文化が もつ特殊性

とその背景の解明が本研究の目的である。

2010年 度は昨年度の資料集成に基づく隣接

大陸部での資料調査とともに、書籍執筆や

学会発表を通じて成果の公表に努めた。本

研究により、大陸と共通した文化要素をも

ちながらも、異なる生態系への道応により

大陸と構造差をもつ旧石器諸文化が吉本州

島に形成される過程の一端を示した。

◆マイクロフォーカスXttC Tを用いた

'F破壊年輪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XttC T

装置を用いて調査対象を非破壊で年輪年代

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。2010年 度は、奈良・典

喜天満神社神像群 5躯、個人蔵男神坐像

3躯・女神坐像 1躯等について、同装置を

用いて非破壊年輪年代測定を実施した。特

に、典喜天満神社神像群が年輪年代情報を

含めて奈良国立博物館で初めて展示される

ことは、意義深いものである。また、放射

性炭素年代測定法と非破壊年輪年代法を

対照することで、美術彫刻作品における自

然科学的年代測定法の適応対象を拡げるべ

く、今後に向けた新たなる展開を視野に入

れた基礎的研究も実施した。

◆目録学の橋築と古典学の再生一天皇家公

家文庫の実態復原と伝続的知識体系の解明

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

研究支援ツールの充実の一つとして、

「木簡人名データベース」の構築などを担

当している。2011年 2月 に同データベース

の研究者向け試用版を公開した。その中

に構築した出土遺構年代観データベースに

よって、出土地点情報を作成し、木簡宇典

ともリンクさせた。今後『日本古代人名辞

典』の増補・改訂に備えるとともに、基盤

研究 (S)で 開発中の研究拠点データベー

スの支援データベースの一つとしても、

データの充実を図つていく予定である。

◆考古学と人類学のコラボレーションによ

る縄文社会の総合的研究

代表者・島根大学法文学部准教授 山田

康弘 (山崎 健)基盤研究 (B)

本研究は、考古学者と人類学者が共同し

て発掘調査をおこない、縄文社会モデルを

構築するとともに、あるべき研究協力体制

を提示することを目的としている。

初年度は、愛知県保美貝塚を発掘し、盤

上集骨葬や土器棺墓などを確認することが

できた。また、現場の状況に合わせた土壌

選別作業をおこない、焼人骨片、チップ類、

動植物遺存体を回収した。

◆「日本轟異記」の文献 。書誌及び歴史地

理的検討による古代社会像の再構築

代表者・立命館大学文学部教授 本郷 真

紹 (山本 崇)基盤研究 (C)継続

本研究は、九世紀初頭に成立した日本最

古の仏教説話集である『日本霊異記』の全

ての説話を対象に、文献学・書誌学的な知

見を踏まえた分析と、現地調査に基づく歴

史地理学・考古学的考察をおこなうことに

より、古代社会の実態と構造を新たな観点

から復元 。再構築することを目的としてい

る。 2年 目にあたる2010年 度は、上巻注釈

書刊行の準備、中巻説話の検討、伊豫・讃

岐の古代寺院等の現地調査をおこなった。

◆都市社会構造と観光活動

代表者・立命館大学文学部准教授 三枝

暁子 (浅野 啓介)基礎研究 (C)新規

奈良の寺院、特に日本で屈指の量の資料

群を誇る大乗院に関する歴史資料の収集、

および解読をおこなった。未だ一部にしか

過ぎないが、範囲は平安時代から近代にま

でおよぶ。また、奈良文化財研究所がおこ

なった発掘調査の成果と資料の記述の対照

もおこなった。

◆平安時代における須恵器生産の展開―陶

邑窯を中心に―

代表者・木村 理恵 働高梨学術奨励基金

新規

本研究は、平安時代における須恵器の主

要な生産地であった大阪府の陶邑窯跡群

に焦点を当て、その生産・供給を明らかに

することを目的とする。そのための基礎作

業として、陶邑窯の最終段階の窯とされる

TK230-I号 窯出土須恵器を再整理 し、総

破片数・個体数・重量などの計測、実測、

写真撮影等をおこなった。今後、基礎資料

を報告する予定である。

◆パラオにおける戦争の「言E憶」と「遺

跡」:戦争遺跡および日本統治時代の遺構

の調査

代表者・石村 智 働高梨学術奨励基金

新規

本研究はパラオにおける第二次世界大戦

の戦争遺跡および日本統治時代の遺構の現

状と実態を解明することを目的とする。現

地調査では、パラオ港内に沈む旧日本軍

艦船「あまつ丸」「忠洋丸」「ブイ6レ ッ

ク」「ヘルメットレック」の水中調査を実

施し、またアンガウル島においては関連遺

構 (ト ーチカ・リン鉱石採掘所・アンガウ

ル神社等)の調査を実施し、さらにコロー

ル島においては旧海軍関係者 。日本人居留

民の墓地の調査をおこなった。

、‐  ‐  .  .■ ■■ ■■1 ■■ 年 工主 と !411蘇 :i●・

玉砕の島・アンガウルの海岸にのこされた日本軍のトーチカ遺構

◆カヤ材による日本吉代木彫像の年輪年代

学的研究

代表者・児島 大輔 メ トロポリタン東洋

美術研究センター東洋美術研究振興基金

新規

本研究は、古代の木彫像に多用されたカ

ヤ材に対する年輪年代法の適用に向けた基

礎研究をおこなうことを目的とする。現生

カヤの成長パターンを調査するため、宮崎

県の碁盤製造業者から国産のカヤ材資料を

入手し、年輪年代学的な検討をおこなって

いるほか、奈良時代のカヤ材製柱根等の調

査をおこなった。
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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

2010年 7月 2～ 3日 に研究会名称変更後

としては第 1回 目 (通算22回 )と なる総会

および研究会を奈良文化財研究所平城宮跡

資料館講堂において開催した。

7月 2日 :総会・研究会 I 文化財写真

の実際・講演「埋蔵文化財と写真～『発掘

調査のてびき』から～」(牛嶋茂氏 ;研究

会顧問)・ 講演「美術工芸品と写真～仏像

彫刻写真から～」(金井杜道氏 :研究会顧

問)平 城遷都1300年祭記念 。発表「記録

写真にみる平城宮第一次大極殿復原工事」

(杉本和樹氏・中村一郎氏 ;奈良文化財研

究所)

7月 3日 :研究会Ⅱ 写真画像の入力か

ら出力まで・発表「写真図版を取り巻く環

境の変化」「モニター・カラーマネージメ

ントの重要性」(玉内公一氏 ;テ イーコア)・

発表「フイルムスキャンからプリント出力

までの注意点」(岩本康平氏 ;セ イコーエ

プソン)

1日 目の研究会 Iで は、「文化財写真の

実際Jと 題して、埋蔵文化財写真と美術工

芸品写真の撮影に関する講演をおこなった。

2日 目は、平城遷都1300年 祭を記念 し

て、中村・杉本両氏に第一次大極殿の復原

工事を記録写真で紹介した。発表後はマス

コットキヤラクターであるせんとくんも会

場内に登場した。研究会Ⅱでは「写真画像

の入力から出力まで」をテーマに、文化財

写真のデジタル化に不可欠なモニターの重

要性や高品質な写真プリントを得るための

カラーマネージメントについて実演を交え

た発表をした。 (栗 山 雅夫 )

◆日本遺跡学会

2010年 11月 20・ 21日 の2日 にわたり、平

城宮跡資料館講堂で「史跡におけるアニ

バーサリー・イベントの意義と在り方～平

城遷都1300年祭を中′とヽとして～Jをテーマ

に大会を開催した。

1日 目は、林洋氏 (平城遷都1300年記念

事業協会事務局長)が平城遷都1300年祭事

業の全体について、また、田辺征夫氏 (奈

良文化財研究所長)が遷都1300年 祭の意

義と今後の展望について、記念講演を行つ

た。

2日 目は、史跡でのアニバーサリー・イ

ベントの現状と課題に関する、山下信一郎

氏 (文化庁)の基調講演の後、 3つの事例

が報告された。まず、平城遷都1300年記念

事業協会事務局会場安全室長の福嶋俊和氏

が遷都1300年祭の会場施設整備と安全管理

について、次に、平城宮跡解説ボランティ

アの冨安淳夫氏がボランティアから見た遷

都1300年祭について、最後に、彦根市教育

委員会の谷口徹氏が彦根城400年祭と以後

の取り組みについて報告した。その後のパ

ネル・デイスカッシヨンでは、木下正史氏

(東京学芸大学特任教採)を コーディネイ

ターに、さまざまな角度からの議論がなさ

れた。 (青木 達司)

◆木簡学会研究集会

2010年 12月 4・ 5日 、第32回 木簡学会総

会 ,研究集会を開催した (会場 :平城宮跡

資料館講堂・小講堂。参加者167名 )。

4日 は総会後、濱崎真二氏 (下関市教育

委員会)「長 F可 鋳銭所の発掘調査と出土木

簡 J、 井上信正氏 (太宰府市教育委員会)

「大学府条坊跡第277次 調査と出土木簡J、

近藤滋氏 (元滋賀県教育委員会)。 大橋信

弥氏・山本崇「北大津遺跡の調査と木簡の

再釈読」の 3本の出土事例報告と、来代誠

仁氏 (桜美林大学)「木簡釈読支援システ

ムの開発」による奈文研の科研基盤 (S)

(研究代表者 :渡辺晃宏)の研究報告があっ

た。この日のみ韓国木街学会の朱甫嗽会長

以下14名 の方々の参加があった。

5日 は、桑田訓也「2010年全国出上の木

簡」で全国の出土状況を概観したあと、初

めての試みとして、橋本繁氏 (早稲田大学)

「韓国における最近の木簡出土と研究状況」

により韓国木街の最近の発掘成果を紹介い

ただいた。その後、国武貞克氏 (奈文研 )

「平城宮東方官衡の発掘調査と木街」とし

て、平城宮第466次調査の発掘成果と木簡

の紹介があった。

なお会誌『木簡研究』第32号 を編集・刊

行した (担当 :浅野啓介)。  (渡辺 晃宏)

◆条里制 。吉代都市研究会

20■年3月 5日 ・6日 の両日、第27回 条

里制・古代都市研究会大会が、「吉代官衛・

寺院・道と風上記Jを テーマとして奈良文

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、小笠原好彦氏によ

り「平城京遷都と泉津Jと 題した講演がお

こなわれた後、大阪府の難波大道、奈良県

の薩摩遺跡、群馬県の上野国新田郡衡に関

する最新の調査成果が報告された。

2日 目は、門井直哉氏「出雲国の峰・喪1

と交通路」、山路直充氏「交通から読む『常

陸国風上記』」、坂江渉氏「『播磨回風上記』

からみた地域間交通と道Jの 3本の研究報

告とそれにかかわる活発な討論がおこなわ

国が実施する事業等につい
ての調査・協力

0平城宮跡の整備

第一次大極殿正殿の復原、および高御座

の外観をイメージできる実物大模型の設置

は、2009年 度でほぼ終了し、2010年 度には

大極殿正殿を含めた完成記録の写真撮影を

おこない、4月 23日 の完成記念式典を迎え

た。2010年度は遷都1300年祭が平城宮跡を

メイン会場としておこなわれため、開催期

間中は国内外の要人や研究者への応対に追

われた。また、開催後には仮設建物の撤去

等の旧状復旧にともなう立会の要請が連日

あった。

一方、国土交通省がおこなう第一次大極

殿院の復原整備に向けて、奈良時代の大極

殿院の建物、すなわち、大極殿院南門、東

西楼、南北面 。東西面の築地回廊、内庭

部の様相について、平成13・ 14年 度におこ

なった研究成果を吟味しつつ、その後の発

掘調査成果を加味して復原原案作成のため

の資料収集をおこなった。これにともなう

所内の復原検討会を2010年 度に計13回 実

施し、史料・考古 建築などの各資料から

検討した。東西楼をはじめとする特異な遺

構の上部構造、あるいは日本にはほとんど

現存しない宮殿の空間を理解し、復原する

ためには、日本国内にとどまらず束アジア

の古代都城や現存建築を視野に入れる必要

がある。そのために中国・韓国における発

掘例についてもできる限り検討を加え、類

例建築調査もおこなった。また国土交通省

が開催した「第一次大極殿院建造物復原整

備検討委員会Jに オブザーバーとして参加

し、上記の検討成果を報告した。

(箱崎 不日久)

復原検討会風景 (第 3回 2010年 9月 10日 )
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0高松塚古墳壁画の保存修復のための材料

調査

高松塚古墳壁画は、国営飛鳥歴史公園

内に設置された仮設修理施設において、現

在、クリーニングなどの作業がおこなわれ

ている。壁画の保存修理においては、石材、

漆喰および彩色材料などに対する調査をお

こない、その材質、劣化状態および劣化原

因に関する情報を得ることが重要である。

本年度は、劣化原因調査および修復のた

めの継続的な材料調査として、西壁3と 閉

塞石に対 して蛍光X線元素分析を実施し、

鉛の面的な分布状況を調査した。また、壁

画面上での分析時に利用する機器固定ス

テージの改良をおこない、可視分光分析、

近赤外分光分析およびテラヘルツ分光イ

メ
=ジ

ングによる調査を実施できるように

した。一方、今後の経年変化の基礎データ

を得るために、改造したデジタルアーカイ

ブスキャナを使用して、東壁、西壁、奥壁

および天丼の高精細データならびに赤クト画

像を取得した。また、紫外線蛍光画像を撮

影するための開発実験をおこない、紫外線

蛍光画像の取得も町能な状態とした。添喰

の分析調査では目地漆喰の微量成分分析、

偏光顕微鏡観察、電子顕微鏡観察をおこ

なった。

石室石材のI少理としては、石室石材の接

合・補填法の検討、安定台の改良製作 (天

井石 1、 2)な らびに天丼石 3の亀裂部側

面支持サポートの製作をおこなった。

以上の他、『国宝高松塚古墳壁画恒久保

存対策事業報告書』資料編 :発掘調査 (原

案)の執筆ならびに編集、石室石材の細部

三次元計測、発掘調査 3D計測による石室

解体事業のCG動 画作成、発掘調査およ

び解体作業中に撮影した記録映像の編集作

業、遣構図のデジタルトレース作業、石室

石材上に残存する朱線の材質分析、版築土

の粒度分析調査などを実施した。

0キ トラ吉墳出土遺初等の調査研究

キトラ古墳関係の事業では、発掘調査に

より出土した遣物の分析調査および展示活

用1、 墳丘整備のための作業を実施した。

分析調査では、鉄製遺物の繊維痕跡に、

平織の部分と三つ編み状 (三つ組)の部纂

があることを確認した。撚 りなどの特徴か

ら、平織は平絹と推測される。三つ組は平

絹と比べかなり太く、植物繊維をまとめて

いるように観察できるものの、残存する部

分が少なく判然としなかった。

展示活用については、フォトマップ資

料のショートバージンのブルーレイディス

クプレス作業、および印刷製本等を実施

した。これはキ トラ古墳壁画の取 り外 し

前 (2004年 3月 )の石室内の二次元測量と

フォトマップの手法を用いた壁画の高精細

デジタルカメラ撮影資料で、壁画を原寸大

で高精度印刷して収録する等、石室内の壁

画の全容を後世に伝える唯―の正確な記録

資料とも言える。この本にはブルーレイハ

イビジョン動画「キトラ古墳壁画2004」 を

添付 し、石室内にいるような臨場感を与

え、キトラ古墳壁画を理解する上で貴重な

資料となった。

今後予定されている墳丘の整備に関して

は、基礎的な検討から開始した。キトラ古

墳の検出遺構に関しては、『特別史跡キ ト

ラ古墳発掘調査報告』で遺構図を集成する

形で呈示していたが、これまでの数次にわ

たる発掘調査成果を総合する形で、標高の

入った遺構編集図を作成した。また、実際

の整備案の参考とするために墳丘の復原案

に関する検討会を開催し、復原案を作製し

た。

(玉田 芳英)

キ トラ古墳発掘調査検出遺構集成図

発掘調査現地説明会・見学会

◆20]0年4月 17日 (土 )

平城第466次 (平城宮東方官衝地区)

発掘調査現地説明会

都城発掘調査部(平城地区)

`     
考古第一研究室 回武 貞克

参加者人数 :750人

調査面積 約666∬

◆2010年フ月3日 (土 )

飛鳥藤原第163次 (藤原宮朝堂院)

発掘調査現地説明会

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)

考古第三研究室 森先 一貴

参加者数:423人

調査面積 1,5001n

◆2010年フ月 1フ日(土 )

平城第469次 (平城宮跡東院地区西北部)

発掘調査現地説明会

都城発掘調査部(平城地区)

考古第一研究室 芝 康次郎

参加者数:950人

調査面積 約850だ

◆2010年 12月 5日 (日 )

飛鳥藤原第165次調査(水落遺跡)

現地見学会

都城発掘調査部 (飛ィ島・藤原地区)

参加者数■420人

調査面積 約287∬

◆2010年 12月 1フ日～21日

平城第4フフ次(春日東塔院)

現地見学会

都城発掘調査部 (平城地区)

参加者数:300人

調査面積 219∬

f■十
1与篤逐盈ゴ

セ■tど __=:=

げ
一

,コ

(高妻 洋成)

高松塚修理施設にδけるデジタ)レアーカイブスキャナを用いた壁回のスキャニング

発掘調査現地説明会の様子
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2研修・指導と教育

埋蔵文化財担当者研修と指導

埋蔵文化財の保護・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。2010年度は、専門研修11課程を実施 した (2009

年度埋蔵文化財担当者研修課程の一覧参照 )。 研 4多の

多 くは、講義形式が主体であるが、研修後の感想文等

によると、実地踏査や実技・実習を取 り入れた研4分が

好評であった。研修総日数108日 、研修生総数137名 で

あった。

埋蔵文化財センターおよび各研究部では、要請にし

たがって地方公共団体や関係機関が実施する発掘調

査、出土遺物の保存修理、遺跡の保存、遺跡整備等に

関して、指導および助言等の協力をおこなっている。

2010年度の主な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、遺跡・遺物の保存、遺

跡の整備および公開に関する調査、地下遺構の探査、

動物遺存体分析、年輸年代測定などの共同研究や受託

研究も進めている。

学論)。 清水重敦 (文化的景観論)。 松井章 (環境考古

学論)ら 6名がそれぞれの講義を担当し、全員が文化

遺産学演習や共生文明学特別講義を担当した。

授業では、各教員の専門である年輪年代学、都城・

寺院を対象とした歴史考古学、庭園史学、保存科学、

文化的景観学、環境考古学等の講義・演習・実習等を

おこない、また文化遺産学を専攻する院生らは、授業

以外も主として奈文研で研究を行い、必要に応 じて各

教員が指導にあたった。2010年度に在籍 した院生は、

修士課程 4名、博士後期課程 4名 (休学を含む)で

あった。

京都大学大学院人間・環境学研究科では、2010年度、

松井章が主査をつとめる院生 l名が人間・環境学博士

号を授与された。京都大学との連携大学院教育におい

て、院生が博士号を取得するのは 4人 目である。

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、小池伸彦 (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、「文化財学の諸問題」、「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、lH蝸や羽口、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。

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

一文化・地域環境論講座の文化遺産学分野の客員教員

として大河内隆之 (年輪年代学論)。 小澤毅 (遺跡調

査法論)・ 小野健吉 (庭園文化論)。 高妻洋成 (保存科

20¬ 0年度 日本各地の遺跡・建造物等に関する指導・協カー覧 倭員の委嘱を受けているもの)

(謝  三内丸山遺跡 縄文遺跡群       |(京 都)恭 仁宮跡 宇治川太閤堤遺跡       |(岡 山)第 二次山陽遺跡 備中松山城跡 造山古墳

(秋田)胡 桃館遺跡 (大lkl 新堂廃寺等 百済寺跡 鳥坂寺跡    |(山 口)下 関市史跡

(岩手)志 波城跡 平泉遺跡群         1傾 庫)法 隆寺領播磨国鶴荘史跡 和田岬砲台  |(徳島)阿 波国分尼寺跡 藍住町勝端城館跡 徳

暗朔  多賀城跡                1    姫路城跡                1    島県近代和風建築

鮪島)宮 畑遺跡 (奈良)1日大未院庭園 平城京左京三条二坊宮跡 |ぐ奇チID 屋嶋城跡 中寺廃寺跡

佛  上神主。茂原官行遺跡 長者ケ平官衛遺跡 1    庭園中宮寺跡 巣山古墳 橿原市伝統的建 |(愛媛)久 米官衛遺跡群

附東山道跡 高原山黒曜石原産地遺跡群  1    造物群大安寺I日境内 薬師寺東塔 唐古・ |(福岡)大 学府史跡 鴻随館跡 三雲・井原遺跡

鍵遺跡 宇陀市松山地区伝統的建造物群  1倒 れ 原の辻遺跡 鷹島海底遺跡 端島炭坑

(則)離餘
鋤
       1  算糀離睡燃吃鶴魏

孵
1目]:吾音掃験

(静岡)新 居関跡 遠江国分寺跡        |(和 歌山)紀伊山地の霊場と参詣道

(富山)加 賀藩主前田家墓所           |(鳥 取)妻 木Rpt田 遺跡 伯者古代の丘 栃本廃寺跡
|

(愛知)本 光寺 名古屋城跡           1     青谷上寺地遺跡 浦富海岸

(三動  斎宮跡 伊勢国分寺跡         |(島 櫛  山陰道 (野坂峠・徳城峠越)

(滋賀)大 津市伝統的建造物群 廃雲館庭園   |(広島)安 芸国分寺跡 二子塚古墳
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2010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‖歩日数 応募者数受講者数

専

研

‖多

構
程

遺
課

築
査

建
調

6月 14日

;

6月 18日

12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

建築遺構の調査に関して必要
な専門的知識と技術の研修

遺構研究室 5日 16名 16名

文化財写真 I

(基礎)課程

7月 6日
;

7月 22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
察眼を自黒晴室処理実習を
中心に習得する研修

写真室 17日 2名 中止

文化財写真Ⅱ
(応 用)課程

7月 22日

;

8月 5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な
知識と技術を習得する研修

写真室 15日 1名 中止

古代・中近世
瓦調査課程

9月 1日
;

9月 7日
15名

古代。中近世遺跡出土瓦の調
査研究に関して必要な専門的
知識と技術の研修

考古第三研究室 7日 18名 18名

三次元計測
課程

9月 27日

;

10月 1日
10名

古代遺跡出土中回・日本陶磁
器の調査研究に関して必要な
専門的知識と技術の研4笏

遺跡・調査技術
研究室

5日 12名 11名

保存科学 I

(無機質遺物)課程

10月 6日
;

10月 15日

10名

遺物・遺構の保存科学的な調
査法および保存4多理に関する
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

10日 12名 12名

保存科学Ⅱ
(有機質遺物)課程

10月 18日

∫
10月 26日

10名

遺物・遺構の保存科学的な調
査法および保存修理に関する
基礎知識と技術の習得を目
指す研修

保存4少復科学
研究室

9日 5名 5名

遺跡地図
情報課程

11月 16日

;

11月 19日

16名
埋蔵文化財の調査研究への
CISの応用に関する基礎的
知識の研4多

文化財情報研究室 4日 5名 5名

年
程

的
課

学
法

科
定

然
決

自
代

11月 29日

;

12月 3日
12名

年輪年代法とC14年代測定法
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
門的知識と技術の研4笏

年代学研究室 5日 5名 5名

報告書
作成課程

12月 9日
;

12月 17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 9日 26名 26名

出土文字資料
調査課程

1月 17日

∫
1月 21日

10名
出土文字資料の調査研究に
関して必要な専門的知識と技
術の研修

史料研究室 5日 16名 15名

中近世城郭
調査整備課程

1月 27日

;

2月 3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 18名 18名

生物環境
調査課程

2月 15日

;

2月 23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 7名 6名
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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「キトラ古墳壁画四神」

2010年4月 16国～6月 13日

キ トラ古墳壁画四神のうち、初公開となる朱雀に関

する研究成果を紹介するとともに、これまで飛鳥資料

館がおこなってきたキ トラ古墳壁画に関する研究を総

括 した。また、 5月 15日 から6月 13日 まで、白虎、玄

武、青龍、朱雀の四神図すべてを特別公開 した。 5

月30日 には、明日香村中央公民館で文化庁とともに講

演・討論会を開催 した。

◆夏期企画展「小さな石器の大きな物語」

2010年フ月 16日～9月 5日

奈文研の幅広い研究活動を広く公開するため、東アジ

アに広く分布する細石刃文化に関する最新の研究成果を

紹介した。中国河南省文物考古研究所と国際共同研究

を進めている河南省霊井遺跡の石器群の写真パネルほ

か、各地の機関より借用した細石刃資料を展示した。

◆秋期特別展「木簡黎明 ―飛鳥に集ういにしえの文字たち」

2010年 10月 16国～ 11月 28日

本展覧会では、飛鳥地域の木簡を中心に、日本各地

で出土 した主な 7世紀の木簡173点 を展示 し、木簡か

ら垣間見えてくる古代律令国家の実態とその歩みにつ

いて紹介した。10月 17日 には奈良大学の寺崎保広教授

による特別講演会「 7世紀の木簡のおもしろさ」を開

催 したほか、10月 23日 、11月 6日 、11月 20日 には研究

員によるギャラリー トークをおこなった。

◆冬期企画展「飛鳥の考古学2010」

2011年 1月 28日～2月 27日

例年恒例となった発掘調査速報展「飛鳥の考古学」

を明日香村教育委員会、奈良県立橿原考古学研究所 と

ともに開催し、平成21年度の代表的な発掘調査の成果

を最新の出土品とともに紹介した。

2010年度 入館者数

飛鳥資料館(有料)*観覧料の詳細は61東 133,312人

平城宮跡資料館 (無料) 354,346ノ (

合  計 487,658ノ、

平城宮跡資料館は、2010年 4月 24日 にリニューアル

オープンした。2010年度は、下記の 4つの企画展を開

催 した。

◆夏期企画展「平城宮跡◆。昔 一岡田庄三写真展一」

2010年フ月 10日～8月 31日

リニューアル後初の企画展。

平城宮跡を半世紀以上にわたり撮影してこられた地

元佐紀町在住の写真家岡田庄三氏の写真展で、昭和30

年代の平城宮跡の写真と、同じ場所から撮影された現

在の写真をならべて展示した。

◆秋期特別展「天平びとの声をきく―地下の正倉院・

平城宮 木簡のすべて」 2010年 9月 25日～ 11月 7日

研究所の平城宮跡発掘調査50周 年を記念して開催 し

た特別展で、平城宮・京で出土 した木簡合計300点余

りを展示 した。記念講演会 (10/9)・ ギャラリー トー

ク (10/3,17,31)を実施した。

◆冬期企画展「測る、知る、伝える一平城京と文化財―」

2010年 11月 26日～2011年 1月 7日

国土地理院近畿地方測量部の呼びかけで合同主催が

実現 した、地理と測量の観点から平城京や文化財を読

み解 く企画展である。記念講演会 (12/19)や 同時イ

ベントとして奈良県測量設計業協会による野外測量体

験 も開催された。

◆春期企画展「発掘速報展平城 2009。 2010」

2011年 2月 19日～2011年 5月 8日

奈良文化財研究所が2009。 2010年度に発掘した平城

宮・京内の 9遺跡を中心に、調査の過程・成果を紹

介する企画展。毎週金曜日には発掘調査担当者による

ギヤラリー トークを開催 した。

秋期特別展のようす
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解説ボランティア事業

平城宮跡への来訪者に姑して案内・解説をおこなう

「平城宮跡解説ボランティア」事業を1999年 10月 から

実施している。2011年 3月 31日 現在、所定の研修を受

けた解説ボランティァの登録数は182名 を数え、平均

して一人当たりlヶ 月に 2～ 3日 のガイド活動をおこ

なっている。

2010年 度における活動は、「平城遷都1300年事業」

の平城宮跡探訪ツアーのひとつ定点ガイ ド (宮跡内 6

定点での定時 。随時ガイド)と して参加協力したこと

平城遷都 1300年記念事業 198日 間 (平城富跡会場 )

が特筆すべきことである。事業期間中 (4/24～11/

7の 198日 間)に は、のべ297,976人 の来訪者を案内し

た。その間に活動 したボランティアガイ ドのべ数は、

2,765人 だった。 (平均 してガイ ドー人当たり期間中に

108人を案内したことになる。)

奈良文化財研究所としては、平城宮跡を広 く一般に

理解 しもらうために、その案内・解説を「平城宮跡解

説ボランティア」を通 じておこない、その連続する活

動を可能にするために、研修機会等の積極的な提供支

援をおこなった。

また、平城宮跡内で従来の定点ガイド以外にも、同

行移動するツアーガイドの試行も実施した。

における「平城富跡解説ボランティア」の活動状況

(2010424～ 11 フ)

各定点において解説を受けた来訪者のべ人数
解説をした平城宮跡解説

ボランティアの延べ人数

子城宮跡資料館 第一次大極殿 遺構展示館 朱雀門 東院庭園 発掘調査現場 計

63,232ノく 719688メ、 36,912)、 72,828メ、 44,215ノ( 9,101ノ ( 297,976メ. 2,765ノ(

平城宮跡会場来訪者総数   3,631,700人

*発掘現場は、この事業期間中に特別に設置した定点である。

図書資料。データベースの公開

(図書〉

図書資料室では、文化財資料の中核的な拠点となる

べ く、歴史・考古学分野をはじめ、巾広 く文化財関係

の書籍およ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NACSIS― ILL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、2010年度は13万 6千件のアクセスを得ている。

公開データベースー覧
2010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

Archaeologicaly 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

24,637

26,317

976

と,655

15,054

1,557

1,405

985

842

1,357

1,019

29,717

6,758

1,016

406

23,097

合 計 136,798
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4その他

干u行物

奈良文化財研究所学報

第 1冊 仏師逼慶の研究 (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‖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 院の御所と御堂一院家建築の研究―(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 r

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 州ヽ堀遠州の作事 (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

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

内裏北外郭の調査 (1975)

第27冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅶ(1975)

第28冊 研究論集Ⅲ(1975)

第29冊 木曽奈良井―町並調査報告―(1975)

第30冊 五條 一町並調査の記録一(1976)

第31冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告 Ⅱ(1977)

第32冊 研究論集Ⅳ(1977)

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)

第34冊 平城宮発掘調査報告Ⅸ

宮城門。大垣の調査 (1977)

第35冊 研究論集V(1978)

第36冊 平城宮整備調査報告 I(1978)

第37冊 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅲ(1979)

第38冊 研究論集Ⅵ (1979)

第39冊 平城宮発掘調査報告X
古墳時代 I(1980)

第40冊 平城宮発掘調査報告�

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�

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�

内裏の調査Ⅱ(1990)

第51冊 平城宮跡発掘調査報告書�

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)

第59冊 中世瓦の研究 (1999)

第60冊 研究論集�(1999)

第61冊 研究論集�

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 (2900)

第63冊 山田寺発掘調査報告 (2001)

第64冊 研究論集�

中国古代の葬玉 (2001)
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4その他

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�

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 吉備池廃寺発掘調査報告

百済大寺跡の調査 (2002)

第69冊 平城宮発掘調査報告�

東院庭園地区の調査 (2002)

第70冊 平城宮発掘調査報告�

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

―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�

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)

第81冊 平城宮第一次大極殿研究2木部 (2010)

第82冊 平城宮第一次大極殿研究3彩色・金具 (2009)

第83冊 研究論集XⅥ

鉄製武器の流通と初期国家系形成 (2009)

第84冊 平城宮発掘調査報告�岨

第一次大極殿院地区の調査 (2010)

第85冊 漢長安城桂宮 (2010)

第86冊 研究論集dll

平安時代庭園の研究 (2010)

第87冊 日韓文化財論集Ⅱ(2010)

第88冊 西 トップ遺跡調査報告書 (2010)

第89冊 四万十川流域 文化財的景観研究 (2010)

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

第10冊

第11冊

第12冊

第13冊

第14冊

第15冊

第16冊

第17冊

第18冊

第19冊

第20冊

第21冊

第22冊

第23冊

第24冊

第25冊

第26冊

第27冊

第28冊

第29冊

第30冊

第31冊

第32冊

第33冊

第34冊

第35冊

第36冊

第37冊

第38冊

第39冊

第40冊

第41冊

′第42冊

第43冊

第44冊

第45冊

第46冊

第47冊

第48冊

第49冊

第50冊

第51冊

日本美術院彫刻等修理記録 I(1974)

日本美術院彫刻等修理記録 Ⅱ(1975)

日本美術院彫刻等4笏理記録Ⅲ(1976)

藤原宮木簡一 図版・解説 (1977)

日本美術院彫刻等修理記録Ⅳ(1977)

日本美術院彫刻等修理記録 V(1978)

東大寺文書目録第一巻 (1978)

日本美術院彫刻等修理記録 (1979)

平城宮木簡三 図版・解説 (1979)

藤原宮木簡二 図版・解説 (1979)

東大寺文書目録第二巻 (1979)

日本美術院彫刻等修理記録 (1980)

東大寺文書目録第三巻 (1980)

七大寺巡礼私記 (1981)

東大寺文書目録第四巻 (1981)

東大寺文書目録第五巻 (1982)

平城宮出土墨書土器集成 I(1982)

東大寺文書目録第六巻 (1983)

木器集成図録一近畿古代編―(1984)

平城宮木簡四 図版・解説 (1985)

興福寺典籍文書目録第 1巻 (1985)

山内清男考古資料 I(1988)

平城宮出土墨書土器集成Ⅱ(1988)

山内清男考古資料 2(1989)

山内清男考古資料 3(1991)

山内清男考古資料 4(1991)

山内清男考古資料 5(1991)

木器集成図録一近畿原始編―(1992)

梵鐘実測図集成 (上 )(1992)

梵鐘実測図集成 (下 )(1993)

山内清男考古資料 6(1993)

山田寺出土建築部材集成 (1994)

平城京木簡一一長屋王家木簡―(1994)

平城宮木簡五 図版・解説 (1995)

山内清男考古資料 7(1995)

興福寺典籍文書目録第 2巻 (1995)

北浦定政関係資料 (1996)

山内清男考古資料 8(1996)

北魏洛陽永寧寺 (1997)

発掘庭園資料 (1997)

山内清男考古資料 9(1997)

山内清男考古資料10(1998)

山内清男考古資料11(1999)
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第52冊

第53冊

第54冊

第55冊

第56冊

第57冊

第58冊

第59冊

第60冊

第61冊

第62冊

第63冊

第64冊

第65冊

第66冊

第67冊

第68冊

第69冊

第70冊

第71冊

第72冊

第73冊

第74冊

第75冊

第76冊

第77冊

第78冊

第79冊

地域文化財の保存4多復 考え方と方法 (1999)

平城京木簡二一長屋王家木簡ニー(2000)

山内清男考古資料12(2000)

法隆寺古絵図集 (2001)

法隆寺考古資料 (2001)

日中古代都城図録 (2002)

山内清男考古資料13(2002)

平城宮出土墨書土器集成Ⅲ(2002)

平城京条坊総合地図 (2002)

撃義黄冶唐三彩 (2002)

北浦定政関係資料 松の落ち葉 (2002)

平城宮木簡六 図版。解説 (2003)

平城京出土古代官銭集成 I(2003)

北浦定政関係資料 松の落ち葉二 (2003)

山内清男考古資料14(2003)

興福寺典籍文書目録第 3巻 (2003)

古代東アジアの金属製容器 I中 国編 (2003)

平城京漆紙文書― (2004)

山内清男考古資料15(2004)

古代東アジアの金属製容器Ⅱ 朝鮮。日本編(2004)

畿内産暗文土師器関連資料 I西 日本編 (2004)

黄冶唐三彩窯の考古新発見 (2005)

山内清男考古資料16(2005)

平城京木簡三一二条大路木簡一―(2005)

評制下荷札木簡集成 (2005)

平城京出土陶硯集成 I(2005)

黒草紙・新黒双紙 (2006)

飛鳥藤原京木簡一 図版・解説 (2006)

一飛
`島

池・山田寺木簡―

奈良文化財研究所基準資料

第 1冊 瓦編 1 解説 (1973)

第 2冊 瓦編 2 解説 (1974)

第 3冊 瓦編 3 解説 (1975)

第 4冊 瓦編 4 解説 (1976)

第 5冊 瓦編 5 解説 (1976)

第 6冊 瓦編 6 解説 (1978)

第 7冊 瓦編 7 解説 (1979)

第 8冊 瓦編 8 解説 (1980)

第 9冊 瓦編 9 解説 (1983)

飛鳥資料館図録

第 1冊 飛鳥白鳳の在銘金銅仏 (1976)

第 2冊 飛鳥白鳳の在銘金銅仏 銘文篇 (1976)

第 3冊 日本古代の墓誌 (1977)

第 4冊 日本古代の墓誌 銘文篇 (1978)

第 5冊 古代の誕生仏 (1978)

第 6冊 飛ィ島時代の古墳 (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―桧限寺と坂田寺―(1983)

第11冊 飛鳥の水時計 (1983)

第12冊 月ヽ建築の世界一埴輪から瓦塔まで―(1983)

第13冊 藤原宮一半世紀にわたる調査と研究―(1984)

第14冊 日本と韓国の塑像 (1985)

第15冊 飛ソ専寺 (1985)

第16冊 飛鳥の石造物 (1986)

第17冊 萬葉乃衣食住 (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′島の工房 (1992)

第27冊 古代の形 飛鳥藤原の文様を追う(1994)

第28冊 蘇我三代 (1995)

第29冊 斉明紀 (1996)

第30冊 遺跡を測る(1997)

第31冊 それからの飛鳥 (1998)

第32冊 UTAMAKURA(1998)
第33冊 幻のおおでら一百済大寺 (1999)

第34冊 鏡を作る 海獣葡萄境を中心として (1999)

第80冊 平城京出土陶硯集成Ⅱ一平城京・寺院―(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)

第85冊 平城宮木簡七 図版・解説 (2009)

第86冊 キ トラ古墳壁画フォトマップ資料 (2010)

第87冊 明治時代平城宮跡保存運動史料集 (2010)

奈良文化財研究所研究報告

第 1冊 文化的景観研究集会 (第 1回 )報告書 (2009)

第 2冊 1可南省輩義市黄冶窯跡の発掘調査概報 (2009)

第 3冊 古代東アジアの造瓦技術 (2010)

第 4冊 官衛と門 (資料・報告編)(2010)

第 5冊 文化的景観研究集会 (第 2回 )報告書 (2010)
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第35冊

第36冊

第37冊

第38冊

第39冊

第40冊

第41冊

第42冊

第43冊

第44冊

第45冊

第46冊

第47冊

第48冊

第49冊

あすかの石造物 (2000)

飛′烏池遺跡 (2000)

遺跡を探る(2001)

`あすか一以前'(2002)

AOの言己憶 (2002)

古年輪 (2003)

飛鳥の湯屋 (2003)

古代の梵鐘 (2004)

飛鳥の奥津城

―キ トラ・カラト・マルコ・高松塚。(2004)

東アジアの古代苑池 (2005)

キ トラ古墳 と発掘された壁画たち(2006)

キ トラ古墳壁画四神玄武 (2007)

奇偉荘厳 山田寺 (2007)

キ トラ古墳壁画十二支―子・丑・寅―(2007)

まぼろしの唐代精華

―責冶唐三彩窯の考古新発見―(2008)

第50冊 キ トラ古墳壁画四神一青龍白虎―(2009)

第51冊 】ヒ方騎馬民族のかがやき一三燕文化の考古新

発見―(2009)

第52冊 キ トラ古墳壁画四神 (2009)

第53冊 木簡黎明―飛鳥に集ういにしえの文字たち―(2010)

第54冊 星々と日月の考古学 (2010)

飛鳥資料館カタログ

第 1冊 仏教伝来飛鳥への道 (1975)

第 2冊 飛P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■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

―みやこの漆紙文書の世界一(2005)

第16冊 飛′鳥の金正一海獣葡萄鏡の諸相―(2006)

第17冊 飛鳥の考古学2006(2006)

第18冊 「とき」を撮す―発掘調査と写真 T(2007)

第19冊 飛鳥の考古学2007(2007)

第20冊 飛鳥の考古学2008(2008)

第21冊 飛鳥の考古学2009(2009)

第22冊 小さな石器の大きな物語

第23冊 木簡黎明―飛
`烏

に集ういにしえの文字たち―(2010)

第24冊 飛′鳥の考古学2010(2010)

その他の刊行物(2010年度)

奈良文化財研究所紀要2010

奈文研ニュースNo.37

奈文研ニュースNo.38

奈文研ニュースNo.39

奈文研ニュースNo,40

埋蔵文化財ニュースNo。 142

埋蔵文化財ニュースNo.143

埋蔵文化財ニュースNo.144

埋蔵文化財ニュースNo.145

興福寺 第 1期境内整備事業にともなう発掘調査概報V
図説平城京事典

天平びとの声をきく―地下の正倉院・平城宮木簡のすべて一

平城宮発掘出土木簡概報 (四十)

平成21年度遺跡整備・活用研究集会 (第 4回 )報告書

古代の玉一最新の保存科学的研究の動向一

山本遺跡出土建築部材調査報告

ニューズレター 2号 (西 トップ寺院)

ニューズレター 3号 (西 トップ寺院)

重要文化財建造物現状変更説明(1956～ 1958年 )本文編・図版編

ベ トナム社会主義共和国 トゥアティエン・フエ省フォッ

クテイック村集落調査報告

東アジア金属工芸史の研究13

※( )内 は発行年度
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人事異動 に010.4.卜 2011.3.31)
山口大学総務部総務課長        平石 憲良

文化庁文化財部美術学芸課(考古資料部門)調査官 豊島 直博

文化庁文化財部記念物課(埋蔵文化財部門)調査官

02010年 5月 1日付け

文化遺産部遺跡整備研究室研究員

●2010年 6月 1日 付け

研究支援推進部研究支援課課長補佐

京都国立博物館総務課財務係長

02010年 8月 1日付け

研究支援推進部総務課用度係長

大阪大学財務部吹田調達センター室調達第二係長

●2010勾二9月 30日 代ヽ す

辞職

02010年 10月 1日付け

正 憲

研究支援推進部連携推進課長      田中 康成

都城発掘調査都考古第三研究室研究員  諌早 直人

都城発掘調査部遺構研究室アソシエイトフェロー 井上 麻香

都城発掘調査部遺構研究室アソシエイトフェロー 】ヒ山 夏希

●2010年 11月 1日付け

企画調整部国際遺跡研究室アソシエイトフェロー 田代亜紀子

02011年 1月 1日 付け

●2010年 4月 1日付け

副所長

研究支援推進部長

取・研究支援推進部連携推進課長

研究支援推進部総務課長

兼・研究支援推進部研究支援課長

研究支援推進部総務課課長補佐

兼・総務課総務係長

研究支援推進部総務課課長補佐

研究支援推進部連携推進課課長補佐

研究支援推進部連携推進課課長補佐

研究支援推進部研究支援課課長補佐

研究支援推進部総務課専門職員(研修等担当)

兼。研究支援課宮跡等活用支援係長

研究支援推進部総務課会計係長

研究支援推進部総務課用度係長

研究支援推進部総務課施設係長

研究支援推進部連携推進課経営戦略係長

研究支援推進部連携推進課広報企画係長

研究支援推進部連携推進課文化財情報係長

研究支援推進部研究支援課専門職員

(都城発掘調査部飛鳥・藤原地区担当)

研究支援課専門職員 (飛′烏資料館担当)

研究支援推進部総務課総務係主任

研究支援推進都総務課用度係

研究支援推進部連携推進課経営戦略係

研究支援推進部研究支援課再雇用職員

企画調整部長

兼・企画調整部写真室長

都城発掘調査部長

企画調整部展示企画室長

兼・飛鳥資料館学芸室長

都城発掘調査部考古第一研究室長

都城発掘調査部主任研究員

都城発掘調査部主任研究員

都城発掘調査部主任研究員

企画調整部写真室

埋蔵文化財センター保存修復科学研究室

兼・企画調整部国際遺跡研究室

都城発掘調査部考古第二研究室アソシエイトフェロー

都城発掘調査部考古第二研究室アソシエイトフェロー

埋蔵文化財センター年代学研究室アソシエイトフェロー

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課課長補佐

企画調整部展示企画室任期付研究員

文化遺産部歴史研究室任期付研究員

埋蔵文化財センター環境考古学研究室任期付研究員

02011年 3月 16日 付け

取。研究支援推進部総務課長

研究支援推進部研究支援課長

02011年 3月 31日 付け

定年退職

辞職

辞職

井上 和人

多  昭彦

紅林 孝彰

廣中 保彦

清水  尚

田中 康成

永井あつ子

今西 康益

宮本 隆行

桑原 隆佳

柳生 弘和

志野愛由美

江川  正

車井 俊也

渡  勝弥

松本 正典

石田 義則

高田 幸恵

大村 尚江

三本松俊徳

飯田 信男

難波 洋三

深澤 芳樹

加藤 真二

小池 伸彦

清野 孝之

石橋 茂登

神野  恵

栗山 雅夫

蘭村 朋美

高橋  透

石田由紀子

児島 大輔

仁木 俊二

青木 達司

大西  肇

石田 義則

米野 元則

柳生 弘和

高田 貫太

森先奈々子

谷本  啓

菊地 大樹

多  昭彦

紅林 孝彰

井上

次山

城倉

夫

淳

祥

直
　
　
正
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予算等

科学研究費補助金(2011年堀 12日現在)

受託調査研究

4その他

単位 |千 円

予算(予定額)

土地と建物

2010年 度 2011年 度 (予算額)

文部科学省からの運営費交付金 (人件費を除 く) 952,914 1,007,712
(特殊要因75.000合 む)

施設整備費 0 0

自己収入 (入場料等) 29,921 31,417

計 982,835 1,039,129

土  地 建 物 (建面積/延面積) 建 築 年

本館地区 8,860,13 2,754.25/6,754.86 1964年 他

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

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区) 20,515.03 6016.41/9,477.43 1988年他

飛鳥資料館地区 17,092.93 2657.30/4,403.50 1974年他

※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
2010年 度 2011年 度

件 数 金 額 件 数 金 額

基盤研究 (S) 1 23,660 1 23,010

基盤研究 (A) う
る 21,840 2 19,500

基盤研究 (B) 3 14,430 3 13,780

基盤研究 (C) 6 5,980 7 6,890

着手研究 (A) 0 1 1,430

着手研究 (B) つ
る 20,085 14 11,570

研究活動スタート支援(若手研究(ス タートアップ)〉 2 2,197 0 0

研究公開促進費 (学術図書) l 0 0

単位

区 分
2009と F度 2010年 度

件 数 金 額 件 数 金 額

研 究 20 206,688 今
々 187,996

発 掘 6 48,880 9 51,141

計 26 255,568 239,137
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4その他

職員一覧

輌汗ク驚壷二震推徴室吉隈

多 昭彦

企画調整部長

難波洋三

文化這産部長

小野健吉

都城発掘調査部長

深津芳樹

(担 :藤原)

埋蔵支化財センター長

松井 章

瞬
(兼)大西俊隆
専FB職員0馳鶏護哨)

桑原隆佳

腑 ~l警美子
松岡広樹

麟
―

鰻
志野愛由美   (兼 )三本松俊徳

経営戦略係長 ― 主任
(兼)村上加代子  高田幸恵
広報企画係長
草井俊也
邦 嚇 應
渡 勝弥

事務補佐員 大西和子/井野曲宜子
新宮恵子/松森左千子

事務補佐員 岩永恵子

事務補佐員 幸田恵塁子/竹田恵美
山口由佳

事務補佐員 永井和代

事務補佐員 京牟礼 薫

事務補佐員 上野文絵//伊藤久美

|※ [平]:平城地区    |
|[藤]:飛鳥・藤原地区  |
|(担),地区担当     |

1昌1覇乙却―
|

鰯晰脇員(AFl 口代亜紀子
研究補佐員 佐藤由似

任期付研究員 成田 聖
糊 阿院員lAFl 渡送淳子

技能補佐員 [藤]岡田 愛

技能補佐員 鎌倉 綾

鰯」研究訳AFl 松本将一郎

特別研究員 [藤]木村理恵

靭 研隣員lAFl

特別研究員(AFl

特号研究員lAFl

特別研究員

特別研究員(AFl

特別研究員lAFl

[藤]高橋 透

[平]中川二美

[藤]橋本美佳

[平]井上 幸

[平]井上麻香

[平〕北山夏希

絆~爾

靱
研究支援課長 ―――

紅林孝彰
魏

――― 研究員  石村 智/(兼)田村朋美

一―― 研究員  (育 )西田紀子/丹羽崇史
中川あや

m難 波洋三

 l緊 囁 ェ鍵平壮壁i義畑枇員 栗山雅夫

吉川 聡

林 良彦

清水重教
―

研究員 恵谷浩子

平i幸 毅
―

研究員 青木達司

研究員 [平]謀早直人/芝 康次郎
開さ]廣瀬 覚//庄田慎矢

[平]青木 敬
[藤]小田裕樹/若杉智宏

[平]石田由紀子
[藤]森先一貴

[平]山本祥隆
[藤]桑田訓也

[平]大林 潤/鈴木智大
海野 聡

[藤]番  光/高橋如奈津

研究員

研究員

[平]今井晃樹ァ/馬場 基/神野 恵′/森川 実

[藤]降幡順子/石橋茂登ァ
′
山本 崇

/黒坂貴裕′イ渡辺丈彦

専門職員 (兼 )[藤]米野元則

高妻洋成
一

石汗究員 脇谷革一郎 (兼 )降幡順子
田村朋美

(兼)松井 章 ―一 研究員 山崎 健

大,可内隆之 一一 研究員 (兼)芝 康次郎

小,平 毅

金田明大

事務補佐員 [藤 ]吉岡佐和子

技能補佐員 [藤 ]山 田昇司

特別研究員 辻本奥志一

特別研究訳AFl 児島大輔

任期付研究員 (莱 )成田 聖

事務補佐員 大谷照子 /辻本あらた

奈農文化財研究所長
田辺征夫

冨」所長 、
井上和人

(担 :平城)

企画調整室長

文化財盾報研究室長

国際遺跡研究室長

展示企画室長

写真室長

歴史研究室長

建造物研究室長

景観研究室長

遺跡整備研究室長

考古第一研究室長

考古第二研究室長

考古第三研究室長

史料研究室長

遺構研究室長

(兼)森本 晋

森本 晋

杉山 洋

(兼)森本 晋

加藤真二

[藤]玉田芳英
一

[藤]清野孝之
―

[平]渡遷晃宏
―

研究員

[平]箱崎和久
~~~研

究員

主任研究員

鱒 糊 審

環境考古学研究室長

年代学研究室長

遺跡・調査技術研究室長

主任研究員
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奈良地区と飛鳥・藤原地区地図 Maps ofthe Nara and Asuka/Fujiwara AreSs
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公開施設  Facitities Open to the Public

公開施設 Facilmes open to the Public

奈良地区 Nara Area

平城宮跡資料館
Nara Patace Site Museum

1959年から継続されてきた発

掘調査によって出土したさまざ

まな遺物や、建物の復原模型

を展示しながら、平城宮につい

てわかりやすく説明していま

す。また、毎年度の発掘調査 の速報展も実施 します。

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

体館日/月 曜日(月 曜が視日の際は、その翌日)、 年末年始

お知らせ/ボランティアによる解説をおこなつています。(無料)

お問合わせ/奈良文化財研究所連携推進課 :0742-30‐ 6フ52・ 6フ56

遺構展示館
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。

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。

第一次大極殿
Impettal Audience Ha‖

古代の宮都における中心施設で、元日朝賀

や天皇の即位など、国家的な儀式の際に

天皇が出御する場所で、2010年に復原建

物が完成しました。公開、休館日とも平城

宮跡資料館と同様。

朱雀門
Suzaku Gate

朱雀大路に向かって開く平城宮の正門。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。

奈良文化財研究所では、平娩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魂
関連公開施設に関する間合せ先 :文化庁平城宮跡等管理事務所 0フ 4⊇‐32-5106

藤原地区 Fttlwaraハ rea

藤原宮跡資料室
Exhibition Roonl of Fu∫ iwara 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

移った後の姿などについて遺物や模型・パネルで説明してい

ます。

公開/平国9:00～ 16:30(無 料)

休館国/国民の祝日・体日、年末年始、上、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

Asuka Histoncal Museum

日本に仏教が伝わった6世紀か

ら藤原に都が移った7世紀末ま

での歴史を、発掘資料を中心に

最新 の成果 を展示し、考古資

料・美術資料・写真パネルなど

で解説しています。1階には図書

閲覧室もあります。主要展示品は

宮殿、寺院、石造物、古墳と高松

塚古墳の出土品、キトラ古墳の

石室陶板レプリカ、水時計の水

落遺跡 のほか飛鳥寺、山田寺など飛鳥 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:一般260円、大学生130円、小・中・高校生及び18才未満無料

団体(20名以上):一般170円、高校。大学生60円、小,中・高校生無料

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

(特別展会期中は無休)

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)

お間合わせ/飛鳥資料館:0744-54-3561



平城京周辺図 Map of the Nara CapitaI Site

平城京周辺図 Map ofthe Nara CaphaI She
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藤原京周辺四 Map ofthe Fu"wara CapitaI Site
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飛 鳥 時 代 Asuka Period

関 連 人 物 (生 没年 ) Historic memorial(year of birth/death)

推 古 天 皇 (554-628)EmOresS Suik。

聖 徳 太 子 (574‐ 622)Pttnce sh5toku

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

蘇 我 入 鹿 (‐ 645)Soga no ruka

天 智 天 皇 (626-671)Emperor Te� i
桓 It tt i  (737‐ 306)Emperor Kanmu

聖 武 天 皇 (701‐ 756)Emperor Shanu

光 明 皇 后 (701‐ 760)に m,「 ess Consort KomyO

手 謙・称 徳 天 皇 (718-770)Emwess K6ken

道 鏡 (‐ 772)Pr est D5kyO

藤 原 仲 麻 呂 (706‐ 764)Fulmara nO Nakamarc

吉 備 真 備 (693‐ 775)附Ы oo MamЫ

鑑 真 (688-763)Pttett」 協nzhenぃ anlh)

行 基 (668‐ 749)Pnest Gyδ 障

物 部 守 屋 (-587)Mononobe no Mottya 蘇 我 馬 子 (-626)soga no Umako

草 壁 皇 子 (662‐ 689)Pttnce Kusakabe

高 市 皇 子 (654-696)Pttnce Takec揃

天 武 天 皇 (631?‐ 686)Emperor Tenmu

持 統 天 皇 (645‐ 702)Empress u to

長 屋 王 (684‐ 729)肘 hce Nagaya

藤 原 不 比 等 (659‐ 720)Fttmara nO Fuhに o

山 上 憶 良 (660-733)聰manoue n0 0kura

平 城 天 皇 (774‐ 324)Emperor Httzei

最 澄 (766‐ 322)射市st S∬ ch0

空 海 (77牛 835う Pr est Kuk謝
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所在地  Location

所在地 Loca■ on

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

研究支援推進部 総務課     Te1 0742-30‐6733
連携推進課  Te1 0742-30-6752

企画調整部 文化遺産部 埋蔵文化財センター

Te1 0742-30-6852 Fax0742-30-6841
都城発掘調査部 (平城地区)Tel o742-30-6832 Fax0742-30-6830
2-9-1, Nwo― chO,Nara City 630-8577」apan

ホームページhttp://www.nabunken.go.jp

都城発掘調査部 (飛鳥・藤原地区)

Department of imperiaI Palace Sites investigations(Asuka/Fuiiwara)

634-0025橿原市木之本町94-1

Te1 0744-24-1122/Fax 0744-21-6390
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 Oフ 44-54‐3563
601,Okuyama,Asuka Village,Takaichi Countゝ Nara Prefecture 634-0102」 apan

i―mode月ヨ  http://asuka nabunken ip/i/
j―phOnett  http:〃 asuka nabunken.ip/1/
ezwebtt   http://asuka.nabunken ip/ez/

Fax 0742-30-6730
Fax 0742-30-6750

飛 鳥 ・ 藤 原 地 区
Asuka/Fuilwara Area



表紙 :カンボジア・アンコール遺跡群西トップ遺跡

奈良文化財研究所が調査研究・保存修復を

手がけているカンボジア・アンコール遺跡群の

西 トップ遺跡です。この写真が撮影されたとき

には中央祠堂の屋根に樹木が絡み付いてお り、

建物を不安定な状態にしていました。現在は樹

木は伐採され、建物の崩壊を食い止めるべ く周

囲にスチール製の足場が組まれています。今後

は建物をいったん解体 し、積みなおして安定さ

せるという修理をおこなうこととなります。

Front Western Prasat Top,Angkor,Cambodia

Nara ttational Research lnstitute for Cuhural

Properties has caコ『ied out activities on research

and conservation at Western Prasat Top夕 Angko為

Cambodia.At the tilne when this picture was

taken, a tree 、vas entangled with the roof of

Central To、ver and made the building unstable At

present,the tree、vas cut and removed,and steel

scaffolding 、vas set up to support the fragile

constnlction. 1■ ereaner9 血e buildings are to be

dismantledぅ 五xed, and reconstructed, in order to

make this rnonument safe and stable.
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