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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。
平城京の正門である羅城門から平城宮の正門である朱雀門まで約75メートル幅の朱雀大路が通じ、
そこには柳や槐

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1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、この平城京と平城宮の調査研究は欠かすことができません。
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南東上空からみた飛鳥資料館
　飛鳥資料館は飛鳥時代と飛鳥地域に関する総
合的な博物館として、1975年３月に開館した。
2015年は開館40周年の記念すべき年である。
　手前の大きな屋根が飛鳥資料館。谷口吉郎氏
によるモダンな外観は、40年を経てなお魅力
的。広い庭園には亀石等飛鳥の石造物の模造が
点在し、なかでも噴水が再現された須弥山石は
当館を象徴するモニュメントとなっている。

 Aerial view of the Asuka Historical Museum from 
the southeast

� e Asuka Historical Museum opened in March 
1975 as a comprehensive museum concerned with 
the Asuka period and region. � e year 2015 deserves 
commemoration as the 40th anniversary of its open-
ing.

� e large roof in the foreground is the Asuka His-
torical Museum. � e modern appearance of the de-
sign by Taniguchi Yoshirō retains its charm even with 
40 years’ passing. � e spacious grounds are dotted 
with replicas of the Kameishi (Tortoise Stone) and 
other stone objects of Asuka, among which the Mt. 
Sumeru stone, reconstructed as a working fountain, 
is a monument serving as symbol of the museum.  
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The Nara Capital and Palace

Th e Nara capital (710-784) was an ancient capital
spanning the areas of the modern cities of Nara and Yamatokoriyama.

Designed after the Tang Chinese capital of Changan,
it was built with broad and narrow streets forming a grid.

With the Nara palace at the center of its northern end, the capital was traversed
from its main entrance, the Rajomon gate to the south, 

to Suzakumon gate, the main entry to the palace by Suzaku avenue, 75 meters 
wide and lined with willow and pagoda trees.

Th e population is estimated at approximately 100,000,
and as many as 6,500 bureaucrats were held to work at the Nara palace.

As the total population of Japan at the time is estimated at around 6 million,
or one-twentieth of its modern level,

the Nara capital was truly a great metropolis in its day.
Investing and researching the Nara capital and palace sites is indispensable

for knowing the history of the Nara period as a whole.
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研究所の概要 Outline of the Institute 

記録が
伝えない

歴史の事実

事業内容 Cultural Heritage Division

Discovering historical
facts previously

unknown from
written records

文化遺産の
総合研究
Conducting comprehensive
cultural heritage research

古代を
いまに活かす
Giving new life
to ancient remains

次の世代に
伝える文化財

Transmitting cultural
properties to

future generations

奈良文化財研究所は、文化財を総合的に研究す
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
古美術品が残ることから、これらを総合的に研究
するのがその設立の目的でした。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・藤原地区で宮跡等の発掘調査と研究
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、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、地方公共団体等の文化財調査担当職
員や海外の研究者を対象とした研修、国内外の機
関との共同研究も、数多く実施しています。
さらに、平城宮跡資料館や藤原宮跡資料室、飛
鳥資料館での研究成果や調査成果の公開と情報発
信も、当研究所の重要な仕事です。
そして、2011年３月に発生した東日本大震災
の復旧・復興事業にともなう埋蔵文化財発掘調査
への支援・協力もおこなっています。

The Nara National Research Institute for Cultural Properties is 
an organization committed to comprehensive research on cultural 
heritage. Nara is an ancient capital, known as “Nanto” (southern 
capital), and because a wealth of ancient architecture and histori-
cal works of art survives, researching these materials in compre-
hensive fashion was the reason for the Institute’s establishment. 
Since the question of the Nara palace site’s preservation rose up 
in the mid-1950’s, the Institute has advanced full-scale excava-
tion and research at both the Nara and Asuka/Fujiwara palace 
districts.

The results of these efforts have been utilized both domesti-
cally and internationally in research and in academic exchanges 
regarding the development of ancient capitals. Also, techniques 
for preservation, reconstruction, and presentation, developed by 
the Institute for the conservation of precious cultural properties, 
have been utilized for sites and artifacts throughout Japan and 
across the world. Circulating information about the results of our 
research and investigations, and putting them on public display at 
the Nara Palace Site Museum and the Asuka Historical Museum, 
are vital tasks for the Institute.

In addition, the Institute is giving technical support and coop-
eration in restoration for cultural properties involved in the Great 
East Japan Earthquake that occurred in March 2011.
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研究所の組織　Organization of the Institute

奈良文化財研究所
Nara National Research Institute for
Cultural Properties

独立行政法人　国立文化財機構
Independent Administrative Institution
National Institutes for Cultural Heritage

本部事務局
National Institutes for Cultural
Heritage Secretariat

研究支援推進部
Department of
Research Support
and Promotion

企画調整部
Department of Planning and 
Coordination

企画調整室
Planning and Coordination Section

文化遺産部
Department of Cultural Heritage

歴史研究室
Historical Document Section

都城発掘調査部
Department of Imperial Palace Sites
Investigations

考古第一研究室
Archaeology Section 1

埋蔵文化財センター
Center for Archaeological Operations

保存修復科学研究室
Conservation Science Section

飛鳥資料館
Asuka Historical Museum

学芸室
Curatorial Section

環境考古学研究室
Environmental Archaeology Section

年代学研究室
Dendrochrono logical Dating Section

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

考古第二研究室
Archaeology Section 2

考古第三研究室
Archaeology Section 3

史料研究室
History Section

遺構研究室
Architectural Feature Section

建造物研究室
Architectural History Section

景観研究室
Cultural Landscape Section

遺跡整備研究室
Sites Management Research Section

文化財情報研究室
Data and Information Section

国際遺跡研究室
International Cooperation Section

展示企画室
Exhibition Section

写真室
Photography Section

総務課
Administration Division

総務係
Administration Section

財務係
Financial Affairs Section

施設係
Facilities Section

連携推進課
Collaboration Promotion
Division

研究支援課
Research Support
Division

宮跡等活用支援係
Palace Site Management Support Section

都城発掘調査部
（飛鳥・藤原地区）担当

Agent for the Asuka-Fujiwara Area

飛鳥資料館担当
Agent for the Asuka Historical Museum

経営戦略係
Management Strategy Section

広報企画係
Public Planning Section

文化財情報係
Cultural Property Information Section

東京国立博物館
Tokyo National Museum

京都国立博物館
Kyoto National Museum

奈良国立博物館
Nara National Museum

九州国立博物館
Kyushu National Museum

東京文化財研究所
National Research Institute for
Cultural Properties, Tokyo

奈良文化財研究所
Nara National Research Institute for
Cultural Properties

アジア太平洋無形文化遺産研究センター
International Research Centre for 
Intangible Cultural Heritage
in the Asia-Pacific Region

3

研究所の役割と組織　Role and Organization of Institute



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、美術工芸・
建造物・歴史の3研究室と庶務室で構成されてい
ました。その後、平城宮跡の保存問題を契機とし
て1963年に平城宮跡発掘調査部が、1973年には
飛鳥藤原宮跡発掘調査部がそれぞれ設置されまし
た。1973年には飛鳥保存問題に関する国の施策
の一環として、1970年の閣議決定にもとづいて
飛鳥資料館が設置されました。また、1974年に
は国土開発に起因する埋蔵文化財問題に対処する
方策の一つとして、埋蔵文化財センターが設置さ
れました。
その後、省庁の再編等、政府の行政改革推進の
方針にもとづき、省庁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。

The Nara National Research Institute for Cultural Properties 
was founded in 1952 as an auxiliary organization of the National 
Commission for Protection of Cultural Properties, the prede-
cessor of the current Agency for Cultural Affairs, with a view 
to conducting research on cultural properties. At the time of its 
inception, the Institute was composed three research divisions, 
specializing in art, architecture, and history, as well as a General 
Affairs Division. Subsequently, the problem of preserving the 
Nara palace site led to the inception of the Division of Heijo 
Palace Site lnvestigations in l963. In 1973, the Division of the 
Asuka/Fujiwara Palace Site Investigations was established, and in 
1973, the Asuka Historical Museum was established, prompted 
by a Cabinet resolution made in 1970 as part of the government’s 
efforts to preserve the cultural properties of the Asuka area, In or-
der to help meet the demand for rescue excavations conducted by 
local governments, the Center for Archaeological Operations was 
established in 1974 to train local excavators and provide advices 
to local authorities.

As part of the Japanese Government’s reform initiatives, na-
tional research institutes belonging to government ministries 
and agencies are undergoing reorganization. Consequently, the 
National Research Institure for Cultural Properties, Tokyo, and 
the Nara National Cultural Properties Research Institure were 
integrated and reorganized as branches of the Independent Ad-
ministrative Institution in April 2001. Further, in April 2007, the 
Nara National Research Institute for Cultural Properties became 
one unit of the Independent Administrative Institution National 
Institute for Cultural Heritage, created through a merger with 
the Independent Administrative Institution, National Museums.

研究所のあゆみ History of the Institute

奈良文化財研究所旧庁舎
Former building of the Institute

4

研究所の役割と組織　Role and Organization of Institute



■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

■April 1952
The Institute was established as an auxiliary organization of the National 
Commission for Protection of Cultural Properties, with a General Af-
fairs Division, Historical Research Division, Architecture Research Di-
vision, and Art Research Division, at 50 Kasugano-cho, Nara.

■July 195４
The Institute was officially named the Nara National Cultural Properties 
Research Institute.

■October 1960
The office of the Heijo Palace Site Investigations opened in the former 
Nara palace site in Sakihigashi-machi, Nara.

■April 1963
The Division of Heijo Palace Site Investigations was established.

■June 1968
The Agency for Cultural Affairs was established, with the Institute under 
its control.

■April 1970
The Nara Palace Site Museum opened.

■April 1973
The Division of Asuka/Fujiwara Palace Site Investigations and the Asu-
ka Historical Museum were established. The Institute’s Accounting Sec-
tion was also established.

■April 197４
The Department of General Affairs and the Center for
Archaeological Operations were established.

■March 1975
The Asuka Historical Museum opened at Okuyama, in the village of 
Asuka, Nara prefecture.

■April 1980
The Art Research Division transferred to the Research Center for Bud-
dhist Art, of the Nara National Museum.

■April 1980
The Institute relocated to Nijo-cho, Nara. The Division of Heijo Palace 
Site Investigations and the Center for Archaeological Operations were 
integrated into the Institute.

■August 1988
A new headquarters building was built for the Division of Asuka/Fuji-
wara Palace Site Investigations at 94-1, Kinomoto-cho, Kashihara, Nara 
prefecture.

■April 2001
The National Research Institute for Cultural Properties, Nara, was 
granted the status of independent administrative institution.

■April 2007
It became the Independent Administrative Institution National Insti-
tute for Cultural Heritage, Nara National Research Institute for Cul-
tural Properties.
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企画調整部 Department of Planning and Coordination

企画調整部は、奈良文化財研究所がおこなう研
究に関わる事業について総合的に企画調整し、成
果の活用公開を進めています。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
を調整しています。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や国土交通省
の計画する展示施設の計画立案への協力もその一
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文化財担当職員
に対する研修についての企画調整をおこない、地
方公共団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、助言しています。
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、中国や韓国との共同研究を
企画調整し、カンボジア・ベトナム・ミャンマー
といった諸外国への国際協力、国際交流および国
際研修等を運営管理しています。
展示企画室は、平城宮跡資料館、飛鳥資料館等
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ています。
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っています。

The Department of Planning and Coordination is responsible 
for the comprehensive planning and coordination of matters re-
lated to research conducted by the Nara National Research Insti-
tute for Cultural Properties and also promotes public utilization 
of the results. In addition, it fosters the collection and dissemina-
tion of information as a national center for research related to 
cultural properties conservation, and provides expert cooperation 
and advice to national and regional public institutions while also 
coordinating joint research projects with them. The cooperation 
furnished to the Agency for Cultural Affair’s project for preserv-
ing and utilizing the murals of the Takamatsuzuka and Kitora 
tombs, along with the proposal to the Ministry of Land, Infra-
structure, Transport and Tourism of a design for the exhibition 
facility, is one good example.

For the execution of these projects, the Department has five 
Sections, with the following duties divided among them.

The Planning and Coordination Section is responsible for 
the planning and coordination of training programs directed at 
employees of regional public institutions, and for providing sup-
port and advice regarding archaeological excavations and cultural 
properties conservation conducted by regional governments and 
other organizations throughout the nation.

The Data and Information Section maintains and enhances the 
Institute’s information system, and gathers, maintains, and pro-
vides data and materials related to cultural properties.

The International Cooperation Section plans joint research 
with China and Korea, and operates and manages academic ex-
changes, technical training, and international cooperation with 
other foreign countries, such as Cambodia, Viet Nam, and Myan-
mar.

The Exhibition Section distributes the results of Institute re-
search publicly through the exhibitions at the Nara Palace Site 
Museum and the Asuka Historical Museum.

The Photography Section produces and manages photographs 
related to cultural properties. It also develops new technology for 
photographing these materials.

「保存科学基礎Ⅰ（金属製遺物）課程」講義
Lecture, “Basic Conservation Science Course I (Metal Artifacts)”

「古文書歴史資料調査基礎課程」実習
Practical training session, “Basic Course in Investigating Old Historic 
Documents”
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カンボジア・アンコール遺跡群西トップ遺跡の解体修理
Restoration of Western Prasat Top, Angkor, Cambodia

平城宮跡資料館夏期企画展でのギャラリートーク
Gallery talk at the planned summer exhibit, Nara Palace Site 
Museum

文化財に関するデータベースの
サーバ群
Servers for databases related 
to cultural properties

複写式高精細写真デジタル化装置の製作
Digitalized high-resolution photographic duplication 
device under construction

国際ワークショップ（ガジャマダ大学、インドネシア）
International workshop (Gadjah Mada University, Indonesia)
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文化遺産部 Department of Cultural Heritage

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年に保護制度が創設さ
れた文化的景観の基礎的研究を進めるとともに、
広く国内外を視野に入れた情報収集をおこない、
また、具体的な事例の調査研究を通じて、保存計
画策定等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はか
るとともに、これらの情報・経験を活かして、地
方公共団体が実施する遺跡整備事業等の検討作業
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は
かる等、庭園の歴史および保存修理等に関する調
査研究もおこなっています。

The Department of Cultural Heritage has four sections; the 
Historical Document, the Architectural History, the Cultural 
Landscape, and the Sites Management Research Section, through-
out which it conducts specialized and comprehensive research 
with regard to cultural materials such as historical documents 
and other written materials, historical and traditional buildings, 
cultural landscapes, and archaeological and historical sites plus 
gardens.

The Historical Document Section is engaged in the research of 
historical documents such as books and other written materials. 
For historical documents, catalogs and photographic records are 
being made at Kofukuji, Yakushiji, and other major temples in 
Nara and around the Kinki region, and it promotes the publica-
tion of the works. For other written materials, items such as draw-
ings and woodblock carving are also investigated.

The Architectural History Section conducts research on archi-
tectural heritages through investigations of various types of extant 
structures as well as through analyses of archaeological features, 
and also collects, organizes, and publicizes materials related to ar-
chitectural cultural properties and groups of historic buildings. 
The results of these activities are applied to conservation and 
restoration of architectural cultural heritages in the country and 
the cooperative work for the reconstruction of the Former Im-
perial Audience Hall compound at the Nara palace site, as well 
as cooperative research for conservation of architectural heritages 
overseas.

The Cultural Landscape Section conducts fundamental re-
search on cultural landscapes  under the system established for 
their protection in 2004, collects and organizes information on 
cultural landscapes taken broadly from both domestic and foreign 
fields of view, and through concrete examples of investigations, 
conducts collaborative research concerning conservation policy 
for cultural landscapes such as the devising of master plans. 

The Sites Management Research Section conducts research on 
the management system for proper conservation of a variety of 
archaeological and historic sites. It promotes utilization of infor-
mation by publication and making database of research materials 
related to site management activities carried out throughout the 
country, and also utilizes this information and experience in pro-
viding cooperation to local governments engaged in site manage-
ment. It also carries out investigation for the history of Japanese 
gardens and for conservation and restoration of the historic gar-
dens. For the purposes, it organizes and publicizes the database of 
archaeologically excavated garden sites.
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遺跡整備研究室：遺跡整備に関する研究集会
Sites Management Research Section: Research conference on site manage-
ment

歴史研究室：三徳山三仏寺の歴史資料調査
Historical Document Section: Investigation of historic materials from Mitokusan 
Sanbutsuji temple

景観研究室：「文化的景観学」検討会公開ワークショップの開催
Cultural Landscape Section: Session at an open workshop on “Cultural 
Landscape Studies”

建造物研究室：横手佐藤又六家の調査
Architectural History Section: Investigation of the Satō Mataroku residence of 
Yokote City, Akita

9

研究所の役割と組織　Role and Organization of Institute



都城発掘調査部（平城地区）では、8世紀の日
本の首都の遺跡、平城京跡の解明をおこなってい
ます。なかでも半世紀以上にわたって継続して実
施している特別史跡平城宮跡（古都奈良の文化財
の一つとしてユネスコの世界遺産にも登録されて
います）の学術調査は、まさに世界に誇るべき文
化事業です。
平城宮は平城京の北端に設けられた築地塀で囲
まれた空間で、天皇の住まい（内裏）と政務・儀
式空間（大極殿院・朝堂院）、そして官庁街（官
衙）が集まっていました。約1㎞四方の正方形の
東側の北4分の3にだけ、約250ｍ分の張り出し
があるという、他の都城に類例を見ない特異な形
をしています。
平城京は、都市計画にもとづいて造営された藤
原京につぐ日本で2番目の都城で、710年の遷都
から784年に長岡京に移るまでの足かけ75年、首
都として機能しました。日本古代律令国家の建
設・確立期にあたります。その後、794年に都は
さらに平安京へと移され、9世紀初めに平城太上
天皇が都を平城京に戻そうとしますが失敗に終わ
り、その後平城宮・京は次第に田地へと姿を変え
ました。いわゆる外京部分を除き都市として存続
しなかったことで、奈良の都の痕跡が地下に良好
な状態で保存されることになったのです。
発掘調査では、地面に刻まれた生活の痕跡（遺
構）や使った品々（遺物）が多数見つかります。
瓦や土器、木製品や銭貨・金属製品等がその代表
例です。特に平城京を特徴付ける遺物に木簡があ
ります。これまでに平城宮・京跡で出土した木簡
は20万点以上におよびます。平城宮跡は正倉院
宝物にも匹敵する遺物の宝庫で、地下の正倉院と
も呼ばれます。
こうした遺物や遺構を整理・分析し、その情報
を最大限読み取って公開すること、そしてそれを
良好な状態で保存し、遺跡としての平城宮跡の整
備・活用に役立てることは、発掘調査とならぶ私
たちの重要な責務です。また、8世紀の日本に関
する歴史考古学の研究拠点としての機能も求めら
れています。

The Department of Imperial Palace Sites Investigations (Heijō) 
is engaged in clarifying the remains of the Nara capital site, Ja-
pan’s eighth century capital. Among its activities, the scientific in-
vestigation continually conducted for more than half a century of 
the Nara palace site, a designated Special Historic Site (inscribed 
on the UNESCO World Heritage List as one of the cultural prop-
erties among the Historic Monuments of Ancient Nara), is truly a 
cultural project in which Japan can take pride.

The Nara palace is an area set on the northern edge of the Nara 
capital and enclosed by a tamped-earth wall, where the imperial 
residence, areas for the conduct of the business and rites of state 
(the Imperial Audience Hall and State Halls Compounds), and 
government office complexes were gathered. A square roughly 
one kilometer on a side, with the northern three-quarters of the 
eastern side extending an additional 250 meters or so to the east, 
it had an unusual shape without parallel at other ancient capitals. 

Nara was the second ancient capital following Fujiwara to be 
built along a planned city grid, and from the transfer to Nara in 
710 until the move to Nagaoka in 784, it functioned as the capital 
for nearly 75 years. This was the period of the establishment and 
consolidation of the ancient Japanese state based on a formalized 
system of central authority. The capital subsequently moved to 
Heian in 794, and following a failed attempt by Retired Emperor 
Heizei to return the capital to Nara early in the ninth century, the 
Nara palace and capital gradually transformed into rice paddy. 
With the exception of its former easternmost section Nara no 
longer continued to exist as a city, and traces of the ancient capital 
were preserved underground in good condition.

During excavation, physical traces left etched in the ground by 
former daily activities (“features”) and utilized items (“artifacts”) 
are found in great numbers. Roof tiles and pottery, wooden imple-
ments, coins and other metal products are among representative 
examples. Wooden tablets for writing (mokkan) in particular are 
characteristic of the Nara capital. The mokkan recovered thus far 
from the Nara palace and capital sites number more than 200,000 
items. The Nara palace is a treasure trove of artifacts rivaling the 
Shōsōin Repository (the imperial treasure house), and is some-
times called a “subterranean Shōsōin.”

Processing and analyzing these artifacts and features, extracting 
the maximum amount of data and making it public, and preserv-
ing the materials in good condition while converting the Nara 
palace remains into a historic site for valuable public use, consti-
tute important duties for the Department alongside archaeologi-
cal excavation. In addition, the Department is expected to func-
tion as a base of research for historic archaeology related to eighth 
century Japan.

都城発掘調査部（平城地区） Department of Imperial Palace Sites 
Investigations (Heijō)
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平城京跡右京一条二坊四坪・二条二坊一坪・一条南大路の発掘調査（西から）
Excavation in Block 4 of East Second Ward on First Row Street, Block 1 of East Second Ward on Second Row Street, and South First Row Street of the Nara capital site 
(from the west)

薬師寺東塔の発掘調査（北西から）
Excavation of the East Pagoda, Yakushiji temple (from the nothwest)

平城宮跡東北官衙地区の発掘調査（西から）
Excavation in the northeast government office sector, 
Nara palace site (from the west)
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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
いたる間、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
る寺院のほか、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㎞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元すべく、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。

The Asuka/Fujiwara region of Nara prefecture, extending from 
the village of Asuka to the city of Kashihara, was the historic set-
ting for the emergence of the ancient Japanese state, and served 
as the political, economic, and cultural center from the end of 
the sixth to the first part of the eighth centuries. Accordingly, a 
variety of archaeological remains lie dormant beneath the ground, 
including imperial palaces and the residences of elite families, the 
sites of numerous temples including Asukadera, the oldest clois-
tered Buddhist temple in Japan, plus the remains of tombs, the 
earthen podium of a water clock, and a workshop complex for the 
production craft items. Also, in the northern half of this region 
lies the Fujiwara capital, built on a rectangular grid spreading out 
five kilometers on a side and centering on the Fujiwara palace, 
located in the center of the capital and containing the emperor’s 
residence, along with halls where ceremonies of state were con-
ducted.

Through the excavation of these sites, interdisciplinary investi-
gations are conducted by the Department with the aim of recon-
structing a concrete historic image of the ancient state. In addi-
tion to making these results publically available through public 
viewings at excavations, publication of research results, exhibi-
tions at its main facility, the Department is also in charge of the 
preservation of these sites and utilization for the public benefit.

都城発掘調査部
（飛鳥･藤原地区）

Department of Imperial Palace Sites
Investigations (Asuka/Fujiwara)

山田寺跡　金堂基壇と周囲の瓦敷舗装

山田寺は、蘇我倉山田石川麻呂によって舒明天皇13年（641）
に造営が開始された。（南東から）
Podium of the Main Hall with a surrounding pavement of roof tiles, 
Yamadadera temple site

山田寺金堂・東回廊　復元図
Reconstructed plan of the eastern cloister and main hall, Yamadadera 
temple
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藤原宮東方官衙北地区の調査　官衙地区で初めての礎石建物や、それと規則的に並ぶ大規模な掘立柱建物を確認した。（東から）
Excavation in the eastern government office north sector, Fujiwara palace site. The first building with pillar base stones in the government office sector was 
detected, along with a large-scale embedded-pillar building sharing a regular alignment. (from the east)

檜隈寺瓦窯の調査　檜隈寺の瓦を焼成した窯を初めて発見した。（北
西から）
Excavation of a tile kiln, Hinokumadera temple. This is the first discovery 
of a kiln that fired tiles for Hinokumadera temple. (from the northwest)

藤原宮大極殿院の調査　礫敷広場を全面で検出し、下層溝の状況も判明した。（南
から）
Excavation in the Imperial Audience Hall Compound, Fujiwara palace site. A 
graveled plaza was detected over the entire area, with ditches in the underlying 
strata. (from the south)
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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、古環境復原に関する研
究法の確立を目指した調査と研究を進めていま
す。特に、動植物遺存体による古環境の復元的研
究を主体的におこなっています。また、動物骨等
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ォーカス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。木造文化財に限ら
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。また、2014年度から
は、災害痕跡のデータベース作成を新たなプロ
ジェクトとして始めています。
その他、埋蔵文化財センターでは、各研究室ご
とに、また、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。

The Center for Archaeological Operations studies and Devel-
ops various methods and technologies for archaeological investi-
gations.

The Conservation Science Section conducts research in the 
scientific conservation of artifacts and sites. It develops practical 
technologies for material and structural analyses and for preserva-
tion and restoration of excavated objects. It also conducts research 
to develop methods for diagnosing the deterioration of archaeo-
logical sites utilizing surveys of the preservation environment and 
other earth science techniques.

The Environmental Archaeology Section conducts research on 
the reconstruction of past environments, especially based on the 
examinations of floral and faunal remains. It pursues research to 
identify, based on traces left on bones recovered from archaeo-
logical sites, the tools used for processing these materials. It also 
examines unfinished bone and antler tools in order to reconstruct 
the method of manufacture.

The Dating Section conducts research which applies dendro-
chronology to the fields of archaeology, history, and the histories 
of art and architecture. At present it is particularly involved in 
the development of non-destructive methods of dendrochronol-
ogy utilizing micro-focus CT scanning and digital imaging tech-
nology. Not being limited to wooden cultural properties, applied 
research for clarifying the dates of occurrences of natural disasters 
is also being carried out from dendrochronological measurements 
of buried tree trunks and similar materials.

The Archaeological Research Methodology Section conducts 
research on the investigation of archaeological sites, and on meth-
ods of surveying and prospection, in order to enhance the quality 
of site investigation and research, and the efficiency of archaeo-
logical excavation in Japan. Additionally, from the 2014 fiscal 
year, construction of a database on traces of disaster has been 
started as a new project. 

In addition, with cooperation from other departments the 
Center provides the latest information to the public regarding the 
research activities of each of its sections and throughout the insti-
tute, through regular publication of the CAO news.

埋蔵文化財センター Center for Archaeological
Operations

年代学研究室：マイクロフォーカスＸ線ＣＴ装置
を用いた黎明期国産ヴァイオリンの年輪年代調査
および原木の産地推定調査
Dendrochronological Dating Section: Using a micro-
focus X-ray CT scanner for a dendrochronological 
investigation of a violin from the early days of 
domestic production and inferring the source region 
of the wood
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保存修復科学研究室：大型真空凍結乾燥機
Conservation Science Section: A large-scale vacuum freeze dryer

遺跡・調査技術研究室：平城第530次調査での地震痕跡（液状化）の現場検証
Archaeological Research Methodology Section: Inspection at the site of earthquake marks (soil 
liquefaction), Nara palace site excavation (No. 530)

環境考古学研究室：宮城県波怒棄館遺跡から出土した
マグロ属の椎骨
Environmental Archaeology Section: Vertebrae of tuna 
(genus Thunnus) recovered from the Hanukidate site, 
Miyagi prefecture
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飛鳥地方の歴史風土の保全を目的とした特別立法
措置に関連して、1975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。近年は参加型の写真展示や絵画の
展示、研究所の研究成果に基づいた展示等を企画展
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。
現在、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
テーマに展示をおこなっています。宮殿の展示には
飛鳥の中心部での発掘であき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遺構模型と水時
計の推定復原模型等があります。石造物では重要文
化財の石人像と須弥山石のほか、酒船石遺跡から出
土した亀形石槽の原寸大レプリカを展示するととも
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の出土品と
墳丘断面標本、キトラ古墳壁画の陶板による原寸大
複製品、高松塚古墳壁画の高精細スキャン画像の展
示、寺院では飛鳥寺や川原寺等の古代寺院の出土品
を展示しています。また、蘇我氏やそのもとにあった
渡来人に関わる展示もおこなっています。
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。
2014年度に実施した主な企画は次のとおりです。

春期特別展「いにしえの匠たち―ものづくりからみた
飛鳥時代―」と秋期特別展「はぎとり・きりとり・か
たどり―大地にきざまれた記憶―」を開催しました。
企画展は「第５回写真コンテスト「飛鳥の甍」応募作
品展」、「津田洋　大和の美仏に魅せられて」、「飛鳥
の考古学2014―縄文・弥生・古墳から飛鳥へ―」を
開催しました。第５回写真コンテストにあわせて写真
教室を２回開催しました。また、９月には明日香村活
性化事業「飛鳥光の回廊」に参加し、庭に数千本の
ろうそくを並べて夜間開館しました。こちらも灯火と
石造物レプリカによる幻想的な雰囲気が好評でした。

This is a museum with a historical focus, which opened in 1975 at 
Okuyama in the village of Asuka, in conjunction with special legislative 
measures aimed at preserving the historic features of the Asuka region. 
The Asuka period and region are the objects of its displays, with ex-
hibits made centering on the results of investigations conducted in the 
Asuka area by the Department of Imperial Palace Sites Investigations 
(Asuka/Fujiwara). In addition to the regular exhibits there are special 
exhibitions held twice yearly in the spring and autumn, and lectures 
have also been held. Recently, in order to make the Institute’s research 
activities more widely known, planned exhibits based on the research 
achievements of the Institute as a whole have been held.

The regular exhibit consists of Exhibit Halls 1 and 2. Exhibit Hall 
1 is currently under renovation, but maintains a temporary exhibit on 
the themes of palaces, stone objects, mounded tombs, temples, plus the 
Soga clan, in order to promote knowledge of the history of the Asuka 
period. The palace exhibit shows the changes which have become clear, 
through excavations conducted in the central part of Asuka, in the pre-
cinct of the traditional site of the Asuka Itabuki palace, and there is 
also a model of features of the Mizuochi site, well known as the locus 
of a water clock accompanying the palace, plus a model reconstruction 
of the water clock itself. For stone objects, along with a stone carving 
with male and female images and a stone representation of Mt. Sum-
eru, both Important Cultural Properties, displayed within the museum, 
there is a life-size replica of the tortoise-shaped stone basin recovered 
from the Sakafuneishi site, plus replicas of stone objects displayed in 
the museum’s garden, some of them spouting water to recreate their 
original condition. For mounded tombs, artifacts recovered from the 
Takamatsuzuka tomb are exhibited, along with life-size replicas of the 
murals of the Kitora tomb on ceramic plates and a display of high-
definition scanned images of the Takamatsuzuka murals, and for tem-
ples, items discovered at the Asukadera temple and images of ancient 
temples both within and outside of Asuka are on display. There are also 
exhibits about the Soga clan and the immigrants under their leadership.

Exhibit Hall 2 features a reconstruction using recovered architectur-
al members, which have been designated as Important Cultural Proper-
ties, from the eastern corridor of the cloister of Yamadadera temple, 
plus displays of similarly designated materials recovered from the same 
temple site.

The main projects carried out in the 2014 fiscal year were as follows. 
A special exhibit was held in the spring on “Masters from Antiquity: 
The Asuka Period Seen through Craftsmanship,” and another in au-
tumn on “Lacquer-peel Profiles, Cutouts, and Molded Impressions: 
Memories Engraved in the Earth.” Planned exhibits were held on the 
themes of “Submissions to the Fifth Photo Contest, ‘Tiled Roofs of 
Asuka,’” “Tsuda Hiroshi and the Enchanting Beauty of Asuka’s Bud-
dhist Icons,” and “Archaeology in Asuka 2013: From the Jōmon, Yayoi, 
and Kofun to the Asuka Periods.” Photography workshops were twice 
held in conjunction with the Fifth Photo Contest. Also, participating 
in the village of Asuka’s revitalization project, “Asuka Lighting Festival,” 
several thousand candles were laid out in the garden in September and 
the museum was open at night. The dreamlike atmosphere provided by 
the lamplight and replica stone carvings were favorably received.

飛鳥資料館 Asuka Historical Museum
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春の飛鳥資料館外観
View of Asuka Historical Museum in Spring

常設展示：高松塚古墳の墳丘断面
Regular exhibit: Cross-section of the mound, Takamatsuzuka tomb

常設展示：山田寺東回廊の復元
Regular exhibit: Reconstruction of the eastern section of the 
cloister, Yamadadera temple
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入 口

出 口
Exit

Entrance

中 庭
Patio

ミュージアム
ショップ

Museum Shop

休憩所
Resting Place

講 堂
Lecture Hall

ガイダンスコーナー
Guidance Room

Palace Reconstruction Display Room
宮殿復原展示コーナー

遺物展示コーナー
Artifacts Display Room

官衙復原展示コーナー
Government Office Reconstruction Display Room

インフォメーションルーム
Information Room

ロビー
Lobby

企画展示室

考古科学コーナー/模型展示コーナー

Exhibition Room

Archaeological Science Corner 
／ Models Display Corner

WC

WC

平城宮跡資料館は、1970年に平城宮跡の展示
公開施設として、宮跡西北部（馬寮跡）に開館し
ました。その後２度の改修を経て、2010年４月
に、平城遷都1300年祭にともない内装および展
示を全面的にリニューアルしました。新しくなっ
た資料館は、平城宮跡のガイダンス施設として、
宮跡北西側からのアクセスに対する受け皿の役割
を担っています。
館内は、６つの常設展示室と１つの企画展示室
があります。インフォメーションルーム・ガイダ
ンスコーナーで平城宮・京に関する概要や、発掘
調査・整備の過程を模型で紹介します。官衙・宮
殿復原展示コーナーでは、平城宮内の役所や宮殿
内部を実物大のジオラマと映像で再現していま
す。遺物展示コーナーは、平城宮・京の発掘調査
で出土した出土遺物をさまざまなテーマで展示す
るとともに、都城発掘調査部の研究を解説しま
す。考古科学コーナーでは、埋蔵文化財センター
各室の研究を紹介し、文化財と科学のつながりを
楽しみながら学べます。
2014年度は、常設展以外に、夏期企画展「平
城京ビックリはくらんかい―奈良の都のナンバー
ワン―」、秋期特別展「地下の正倉院展―木簡を
科学する―」、ミニ展示「発掘速報展　平城2014」
を催し、多くの方々にお越しいただきました。
これからも宮跡の発掘調査や研究、保存・活用
等、奈良文化財研究所の活動を発信・公開してい
きます。

平城宮跡資料館 Nara Palace Site Museum

Th e Nara Palace Site Museum opened in 1970, in the northwest 
portion of the palace precinct (at the site of the ancient Imperial 
Stable Bureau), as the public exhibit facility for the palace site. After 
twice undergoing subsequent renovation, in April 2010 the interior 
décor and exhibits saw a total renewal in conjunction with the cel-
ebration of the 1300th anniversary of the move to the Nara capi-
tal. As a guidance facility for the Nara Palace Site, the rennovated 
Museum serves as entryway for access from the northwestern side. 

Inside the Museum are six rooms of permanent exhibits, and 
one for special exhibits. At the Information and Guidance Corner 
are introductions of the outlines of the Nara capital and palace, 
along with a scale model showing the process from archaeological 
investigation to site preparation. At the  Government Offi  ce/Palace 
Reconstruction Corners are life-sized dioramas and images recreat-
ing the interiors of the palace and government offi  ces located in the 
palace precinct. In addition to displaying under various themes the 
items recovered in excavations at the Nara palace and capital sites, 
the Recovered Artifacts Corner explains the research of the Depart-
ment of Imperial Palace Sites Investigations. In the Archaeology 
Corner, the research activities of various sections of the Center for 
Archaeological Operations are introduced, making for pleasurable 
learning about the links between science and cultural properties.

 In the 2014 fi scal year, in addition to the regular exhibit there 
were planned exhibits held in the summer as “An Exposition of 
Surprises: Firsts from the Nara Capital” and in the fall as “A Buried 
Treasure Trove Exhibit: Th e Scientifi c Study of Mokkan,” plus a 
mini exhibit of “Excavation News Briefs, Heijō 2014), all receiving 
large numbers of visitors.

Th e Museum will continue to circulate and publicize the activi-
ties of the Nara National Research Institute for Cultural Properties, 
including excavation of the palace site and its research, preserva-
tion, and utilization. 

平城宮跡資料館 
Nara Palace Site Museum
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宮殿復原展示コーナー
Palace Reconstruction Display Room

遺物展示コーナー
Artifacts Display Room

考古科学コーナー
Archaeological Science Corner

夏期企画展「平城京ビックリはくらんかい－奈良の都のナンバーワン－」
Summer planned exhibit, “An Exposition of Surprises: Firsts from the Nara 
Capital”

秋期特別展「地下の正倉院展－木簡を科学する－」
Fall planned exhibit: “A Buried Treasure Trove Exhibit: The 
Scientific Study of Mokkan”
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奈良文化財研究所で実施している国際交流・協
力事業は、学術共同研究、研究員交流、技術研
修、保存修復等であり、ユネスコ・アジア文化セ
ンター（ACCU）等他機関がおこなう国際協力事
業にも協力しています。
奈良文化財研究所は、①中国社会科学院との北
魏洛陽城の都城遺跡の共同調査、②中国河南省文
物考古研究院との鞏義市黄冶・白河窯跡の共同調
査、③中国遼寧省文物考古研究所との遼西地域の
東晋十六国期都城文化の共同研究、④韓国国立文
化財研究所との日韓古代文化の形成と発展過程に
関する共同研究と発掘調査の人材交流、⑤カンボ
ジア・アンコール・シェムリアップ地域文化財保
護管理機構（APSARA）と連携したアンコール
遺跡群・西トップ遺跡の調査研究・保存事業と人
材育成、⑥米国コロンビア大学との研究交流、⑦
拠点交流事業としてベトナム林業大学と出土木材
に関する研究をおこなっています。
上記に加え、東京文化財研究所と共にミャン
マーに対する拠点交流事業を実施し、考古学に関
する技術移転・人材育成事業をおこなっていま
す。また、アフガニスタン・バーミヤーン遺跡群
の保存事業・人材育成、中央アジア諸国における
シルクロード世界遺産登録支援事業でも東京文化
財研究所に協力しています。

The Nara National Research Institute for Cultural Properties 
promotes a variety of international projects including joint re-
search, exchanges of research personnel, technical training, and 
restoration and preservation projects, and also provides assistance 
in programs of international cooperation conducted by other or-
ganizations such as the Asia/Pacific Cultural Centre for UNES-
CO (ACCU).

The Institute is currently conducting the following projects: (1) 
a joint investigation with the Chinese Academy of Social Sciences 
of the ancient urban site of the Han and Wei capital Luoyang; (2) 
a joint investigation with the Archaeological Institute of Henan 
Province, China, of the Huangzhi/Baihe kiln sites in the city of 
Gyongyi; (3) a joint investigation with the Archaeological Insti-
tute of Liaoning Province of various types of sites from the Three 
Yan period; (4) comparative research on capitals, and exchange of 
personnel on excavation sites, with the National Research Insti-
tute for Cultural Properties, Korea; (5) investigative research and 
preservation projects with APSARA (Authority for the Protection 
and Management of Angkor and the Region of Siem Reap) on the 
Angkor archaeological site group and the Western Top site, plus 
personnel development; (6) a research exchange program with 
Columbia University, USA; (7) research on recovered wooden 
materials, as a networking core project with Vietnam Forestry 
University.

In addition to the above, a networking core project with Myan-
mar is being carried out together with the Tokyo National Re-
search Institute for Cultural Properties, in which programs for the 
transfer of technology and personnel development with regard 
to archaeology are being conducted. Cooperation is also being 
provided to the Tokyo National Research Institute for Cultural 
Properties in projects for the preservation of the Bamiyan archae-
ological sites in Afghanistan, and for support to several countries 
of Central Asia for the inscription of the Silk Road as World Heri-
tage.

文化財保護の国際学術交流 International Academic Exchanges 
Related to Cultural Property 
Conservation
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奈良文化財研究所には公開施設として平城宮跡
資料館、藤原宮跡資料室、飛鳥資料館がありま
す。
春・秋には研究員が調査研究の成果を発表する
公開講演会を開催するとともに、年１回、東京に
おいて特別講演会も開催しています。また、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、研究報告、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。

The Institute publicly displays its research and survey results 
through the Nara Palace Site Museum, the Exhibition Room of 
Fujiiwara Palace Site, and the Asuka Historical Museum.

Every spring and autumn, the Institute also organizes public 
lectures in which its researchers present the results of their inves-
tigations and surveys, and once yearly a special public lecture is 
also held in Tokyo. In addition, the Asuka Historical Museum 
also invites specialists, from both within the Institute and from 
the outside, to give lectures in association with special exhibitions 
of the museum.

Upon every major excavation work, the Department of Impe-
rial Palace Sites Investigations presents public site viewings for 
those interested in ancient history.

Publications issued by the Institute making these research and 
survey results publicly available include its academic journal, an-
nual reports, compendia of historical materials and other basic 
data, catalogs of exhibitions at the Asuka Historical Museum, and 
the CAO News.

調査研究成果の普及活動 Publicizing the Results of
Research Activities
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公開施設の展覧会や研究員による公開講演会、
発掘調査の現地説明会等の開催情報をはじめ、研
究員によるコラムや平城宮跡、藤原宮跡の情報等
を発信しています。
また、全20あるデータベースを通じて、様々

な文化財情報を発信するとともに、刊行物の一部
を機関リポジトリとして全文テキストデータを公
開し、研究成果の発信と普及に努めています。

The web site provides information on public events such as 
exhibits at public facilities, open lectures by Institute researchers, 
and public site viewings at excavations, plus information about 
the Nara palace site, columns by researchers, and so forth.

In addition to providing a variety of information about cul-
tural properties, through 20 databases and other materials such 
as high definition digital images, efforts are being made at widely 
circulating the Institute’s research results, through full access to 
a portion of its publications placed in a research information re-
pository.

奈良文化財研究所のホームページ
http://www.nabunken.go.jp/

Web Site of the Nara National Research 
Institute for Cultural Properties

奈良文化財研究所トップページ
Top page of the Institute’s web site

http://www.nabunken.go.jp/

コラム作寶樓
The Saho

_

ro
_

 column salon: A miscellany of essays

http://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/saho.html

木簡画像データベース〔木簡字典〕（英語版）
The Wooden tablet Image Database

http://jiten-en.nabunken.go.jp

学術情報リポジトリ
Nara National Reseach Institute for Caltural Properties Repository 

http://repository.nabunken.go.jp/dspace/
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奈良文化財研究所 仮設庁舎　Temporary Headquarters
630-8577　奈良市佐紀町247番1　247-1, Saki-cho, Nara City 630-8577 Japan
Tel.0742-30-6733（総務課） 0742-30-6753（連携推進課）Fax.0742-30-6730（総務課）0742-30-6750（連携推進課）

平城宮跡資料館とその周辺
Nara Palace Site Museum and other facilities

奈良文化財研究所（仮設庁舎）
Temporary headquarters

北棟 North Hall

南棟 South Hall

奈良文化財研究所　西から
Headquarters Building, Training Facility

平城宮跡資料館と収蔵庫群　南東から
Nara Palace Site Museum, Storage facilities

北棟
　２階
　　都城発掘調査部（平城地区）

　１階
　　図書資料室

南棟
　２階
　　副所長室
　　企画調整部
　　文化遺産部
　　埋蔵文化財センター

　１階
　　所長室
　　研究支援推進部

平城宮跡資料館 
　　展示室
　　講　堂
　　小講堂

第３収蔵庫
　２階
　　保存科学室
　　木器整理室
　　土器整理室
　　瓦整理室

　１階
　　警備室
　　保存科学室等

NORTH Hall
SECOND FLOOR

 Department of Imperial Palace Site 
Investigations (Heijo)

FIRST FLOOR
  Reference room

SOUTH Hall
SECOND FLOOR

Associate Director’s office
Department of Planning&Coordination
Department of Cultural Heritage
Center for Archaeological Operations

FIRST FLOOR
Director General’s room
 Department Research Support and 
Promotion

NARA PALACE SITE MUSEUM
  Exhibition room
  Auditorium
  Small auditorium

STORAGE No.3
SECOND FLOOR

Conservation Science room
Wooden implements room

  Earthenware room
Roof tiles room

FlRST FLOOR
  Security room

Conservation Science room
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都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）　Department of Imperial Palace Sites Investigations（Asuka/Fujiwara）
634-0025　橿原市木之本町94-1　Tel.0744-24-1122 / Fax.0744-21-6390
94-1, Kinomoto-cho, kashihara City 634-0025 Japan

飛鳥資料館　Asuka Historical Museum
634-0102　奈良県高市郡明日香村奥山601　Tel.0744-54-3561 / Fax.0744-54-3563
601, Okuyama, Asuka Village, Takaichi County, Nara Prefecture 634-0102 Japan

藤原宮跡
資料室

藤原宮跡
資料室

都城発掘調査部（飛鳥･藤原地区）庁舎　北西から
Department of Imperial Palace Sites Investigations (Asuka/Fujiwara)

飛鳥資料館全景　南東から
Asuka Historical Museum

地階
　第３展示室
　書　庫
　収蔵庫

Basement floor
Exhibition room No.3

 Library
 Storage
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遺跡・調査技術研究室：窯跡の磁気探査
Archaeological Research Methodology Section: Magnetic 
prospection at a kiln site

わが国では、昭和40年代に入ると高度経済成
長にともなって大規模な建設や開発が各地で始ま
り、多くの遺跡が破壊の危機に直面するようにな
りました。しかし、当時、地方公共団体の考古学
専門職員はわずかで、これらの事業に先立って遺
跡の発掘調査をする体制は、まだ整備できていま
せんでした。このような状況を打開するために、
①地方公共団体のおこなう発掘調査や遺物整理・
保存に関する技術の指導と援助、②地方公共団体
の発掘担当者に対する技術研修、③埋蔵文化財に
関する情報の共有・公開、以上の役割をになう組
織として、1974年4月に奈良文化財研究所に埋蔵
文化財センターが開設されたのです。
当初3室6人で発足した埋蔵文化財センターは
1983年に8室まで規模が拡大しましたが、2001年
の独立行政法人化にともなって7室体制となり、
さらに2006年に情報と国際関係の事業は新設さ
れた企画調整部へと移りました。以後、遺跡・調
査技術研究室、保存修復科学研究室、年代学研究
室、環境考古学研究室の4室からなり、考古科学
の研究とその成果の活用を中心的な事業とする組
織となっています。
埋蔵文化財センターの業務は、開設当初から一
貫して国の文化財行政と密接に結びついてきまし
たが、その時々の社会的要請に適宜対応して業務
を完遂するためには基礎的な研究の充実が重要で
す。2014年春、埋蔵文化財センターは開設40周
年を迎えましたが、今後も文化財科学の発展とそ
の成果の社会への還元を目標として、柔軟かつ積
極的に活動していきたいと考えています。

As Japan entered the latter half of the 1960s, large-scale con-
struction and development began everywhere in conjunction with 
the rapid economic growth, and many archaeological sites faced 
crises of destruction. But archaeological specialists were scarce 
among personnel of regional public organizations at the time, and 
no system was yet in place for the excavation of sites prior to these 
projects. In order to bring resolution to this situation, the Center 
for  Archaeological Operations was set up in April 1974 within 
the Nara National Research Institute for Cultural Properties as an 
organization to carry out the following functions: (1) providing 
technical guidance and support related to the excavation of sites 
and the processing and preservation of artifacts carried out by 
regional public organizations, (2) providing technical training for 
personnel of regional public organizations in charge of excava-
tions, and (3) sharing and making publicly accessible information 
regarding buried cultural properties.

Starting with six staffers in three sections, the Center expanded 
in scale to eight sections in 1983, but with the Institute’s con-
version to an independent administrative agency it was reorga-
nized into seven sections in 2001, among which those related 
to information technology and international cooperation were 
transferred in 2006 to the Department of Planning and Coordi-
nation. Since then, the Center has maintained the four sections 
of Archaeological Research Methodology, Conservation Science, 
Dendrochronological Dating, and Environmental Archaeology, 
an organization based on the central projects of archaeological 
research and the utilization of the results.

While the task of the Center for Archaeological Operations 
has been consistently linked in intimate fashion with the nation’s 
management of cultural properties from the time of its establish-
ment, in order to carry out its duties in response to the demands 
of society at any particular time, it is vital to maintain a rich pro-
gram of basic research. Though the Center greeted its 40th an-
niversary in the spring of 2014, it hopes to continue to conduct 
its activities in a flexible and positive manner towards the goals of 
advancing scientific studies of cultural properties, and repaying 
society with the results.

開設40周年を迎えた
埋蔵文化財センター

The Center for Archaeological Opera-
tions Greets Its 40th Anniversary

年代学研究室：薬師寺東塔解体修理にともなう年輪年代調査
Dendrochronological Dating Section: Dendrochronological 
investigation in conjunction with the dismantling and repair of the 
Eastern Pagoda, Yakushiji temple
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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2014
年度に実施した発掘調査は、藤原宮跡で２件、藤原京
跡と飛鳥地域で４件である。また、立会調査は13件
である。以下、主要な調査成果について概要を記す。
藤原宮跡大極殿院の調査（第182次）は、藤原宮大
極殿院内庭南側における初めての本格的な発掘調査で
ある。内庭の整備・利用状況の解明等を目的に、大極
殿院南門北側の1450㎡を発掘調査した。調査期間は、
2014年４月１日から2015年２月25日までである。
調査の結果、大極殿院内庭が朝堂院朝庭と同様に礫
を敷いて整備されている状況を確認した。また、藤原
宮造営に先立つ条坊道路側溝（先行朱雀大路東側溝、
先行四条大路北側溝）、運河等を検出した。さらに奈
良時代から平安時代までの掘立柱建物３棟や埋納遺構
等を確認し、宮廃絶後の土地利用があきらかになっ
た。このほか、造営期に破壊されたとみられる古墳の
発見もあり、宮造営過程を知る手がかりを得ることが
できた。
藤原宮跡東方官衙北地区の調査（第183次）では、
2012年におこなった第175次調査で一部を検出した礎
石建物の全容と、官衙地区の様相解明を目的に、973
㎡を発掘調査した。調査期間は2014年10月１日から
12月25日までである。
調査の結果、礎石建物は桁行４間、梁行３間（10.8m
×8.1m）で東西棟の総柱建物であることが確定した。
礎石建物の礎石抜取穴からは、遺存状態の良好な佐波
理鋺の破片が出土した。また、調査区の西端では、桁
行５間以上、梁行２間（12.0m以上×7.2m）の床張り
の大型掘立柱建物を検出した。両建物は南北の中軸が
ほぼ揃い、それらを結ぶ直線が藤原宮大極殿院の中心
を通ることから、当初から計画的に配置された建物で
ある可能性が高い。これらの建物はその配置や規模、
構造からみて、区画内に配置された既知の官衙建物と
は異なる、特殊な性格をもつものであったことが推測
できる。また、これらの建物の発見により、東方官衙
地区最南部に想定されてきた官衙区画は存在しないこ
とが判明し、内裏東官衙地区では、過去に検出されて
いる３つの官衙区画のうち、南の官衙Cは藤原宮期の
ある時点で増設されたものである可能性が高くなっ
た。藤原宮全体の構造とその変遷を考える上で極めて
重要な知見を得ることができたと言える。
さらに、調査区中央では、藤原宮造営に先立つ条坊
道路（先行東一坊大路）と、同時期に坪を区画してい

た塀や溝を検出した。このほか、古墳時代を含むより
古い時期の遺構の存在も把握し、藤原宮の成立にいた
る長い歴史の解明に寄与する成果があがった。
飛鳥地域では、国営飛鳥歴史公園（キトラ古墳周辺
地区）の整備工事にともなう発掘調査や立会を2007
年度から継続的に実施してきているが、今年度は檜
隈寺跡北側の丘陵の西側斜面の調査（第181-4次調
査）で、檜隈寺の瓦を焼成した瓦窯１基を初めて検出
した。調査期間は2014年５月15日から６月17日まで
である。瓦窯は西側に開口する有畦式平窯で、焼成室
全体と燃焼室の半分程度を検出したが、灰原等は後世
の掘削により遺存していなかった。窯体の残存長は約
2.3m、最大幅は約1.8mである。その規模や構造の特
徴から操業時期は10世紀頃と推定され、檜隈寺補修
時の窯と考えられる。文献史料の乏しい檜隈寺の歴史
に新たな知見を追加することができた。
2014年度の発掘調査にともなって実施した現地説
明会および現地見学会は以下の通りである。
飛鳥藤原第182次調査（藤原宮大極殿院）
　現地説明会　2014年11月８日　森川　実
飛鳥藤原第183次調査（藤原宮東方官衙北地区）
　現地見学会　2014年12月14日　森先一貴

平城京の発掘調査

都城発掘調査部が、平城地区で2014年度に実施し
た発掘調査は、平城宮跡で５件、平城京跡で14件で
ある。また立会調査は68件である。以下に主要な調
査成果について概要を記す。
平城宮跡では、国土交通省による平城宮跡歴史公園
工事関連施設造成・建設にともなって、東北官衙地
区の調査を実施した（第542次）。調査区は６箇所に
わたり、調査面積は計272㎡、調査は2014年10月14
日から11月27日までである。調査の結果、総柱建物
１棟、掘立柱建物３棟、塀１条のほか、多数の柱穴
等、奈良時代の遺構を検出した。なお、本調査は遺構
の状況を確認することが主目的のため、断割等は最小
限に留めている。調査地周辺地域は、従来から官衙施
設（東北官衙）が想定されていたが、これまで発掘調
査事例がほとんどなかった。今回の調査で、奈良時代
の建物遺構が複雑に展開することを確認し、従来の想
定を裏付けるものとなった。また遺構面が地表面下約
25～50㎝と非常に浅いことが判明した。
平城京内では、平城宮周辺と複数の寺院の調査を実
施した。平城京右京一条二坊四坪・二条二坊一坪・
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一条南大路の調査（530次）は、奈良文化財研究所本
庁舎の建替事業にともなうものである。調査面積は
3591㎡、調査期間は2014年４月14日から2015年２月
18日までである。今回の調査では、平城京造営以前
の秋篠川旧流路、および平城京造営時に旧流路をほぼ
踏襲して整備した斜行大溝を検出した。斜行大溝の溝
幅は約15m、深さ約2.5m。斜行大溝は最終的には敷
葉・敷粗朶工法を用いて埋め立てられていることがあ
きらかになった。また、調査区やや南寄りで平城宮の
西面中門である佐伯門から西に延びる一条南大路と、
その南北両側溝等、条坊関連遺構を検出した。特に北
側溝は３回の改修が認められ、大路側の南法面ではし
がらみによる護岸が施されていた。このほか、調査区
内では液状化現象による砂脈や噴砂丘等の地震痕跡を
確認した。遺物の年代から歴史時代は奈良時代以降
12～13世紀までと、13世紀以降の少なくとも２回は
大規模な地震に襲われたことが判明した。
薬師寺東塔の発掘調査（第536次）は、2009年から
はじまった東塔保存修理事業にともなう解体修理の
一環で奈良県立橿原考古学研究所との合同調査であ
る。調査面積は314.2㎡で、2014年７月８日に開始し、
2015年４月22日に終了した。今回の調査では、創建
時が切石積基壇（一辺13.3～13.4m）で、中世に乱石
積基壇に改修され、近世には西面のみ乱石積基壇の外
側に切石積基壇を追加し、さらに明治修理時に花崗岩
の壇正積基壇へ改装したことが判明した。また、創建
基壇の版築がほぼ完存しており、裳階柱礎石は明治修
理時に据え直したとみられるものの、四天柱礎石や側
柱礎石については多くが創建時のまま動かされていな
かった。心礎も、創建時以来動かされておらず、土饅
頭状の盛土地業上に据えられていた。また、西塔とは
基壇規模は近似する一方、東塔の心礎には柱座や舎利
孔がないこと、西塔の基壇外装は花崗岩に統一される
のに対し、東塔は複数の種類の石材を混用する等、東
塔と西塔は基壇外装等に違いがみられた。
興福寺境内の調査（第540次）は、興福寺境内整
備事業にともなうものである。調査区は西室北辺部
（269㎡）、北円堂北面回廊の一部（138㎡）、北円堂南
面（44㎡）の３ヶ所に分かれる。調査期間は2014年
９月29日から2015年１月16日までである。西室北辺
部では、礎石建物（西室大房）１棟、掘立柱建物（小
子房か）１棟のほか、鎌倉時代から江戸時代前期の南
北溝、土坑、江戸時代中期以降のカマドや土師器廃棄
土坑、埋甕遺構、旧参道等を検出した。西室大房は、
桁行10間、梁行４間の南北棟建物で、南半部を調査
した2013年の第516次調査の成果と合わせると、建物

の規模は南北約62.5m（212尺）である。また西室大
房の西に並立する掘立柱建物も後世の土坑群により大
半が削平されていたが、遺存していた柱穴から南北は
西室大房と同じ62.5mと判明した。掘立柱建物は位置
や規模から小子房の可能性があるが、掘立柱建物の東
側柱筋と西室大房の西側柱筋との距離は約2.5mと近
接しすぎているという問題点もある。また掘立柱建物
は重複する土坑群の出土遺物から鎌倉時代には廃絶し
ていたことがあきらかになった。また西室大房も江戸
時代には廃絶し、西室周辺にはカマドや埋甕等の施設
が造られていた。北円堂北面回廊は、2011年の第483
次調査で樹木のために発掘できなかった北面回廊東半
について調査をおこなった。調査では、北面回廊や近
世・近代の土坑群を検出した。北面回廊は、後世の改
変が著しく南側柱２基の礎石側柱を検出するにとど
まったものの、基壇は東半が地山削り出しに対し、西
半は比較的厚い粘土層を積んだ後、版築によって基壇
土を造営すること等、北面回廊基壇の造成過程があき
らかになった。北円堂南面では、灯篭据付穴と考えら
れる穴を３基検出した。そのうちの１基は北円堂南面
階段の中軸ライン上にある。また３つの据付穴には５
～10㎝の円礫が充填されていた。
このほかの平城京の調査では、平城京左京三条一坊
十五坪の調査において（第534次）、南北に廂をもつ
東西棟掘立柱建物１棟、掘立柱塀３条等を検出した。
左京三条一坊十五坪は、従来の調査成果から十六坪と
一体として利用されていたとされ、四面廂をもつ大型
の掘立柱建物等が検出されている。今回の調査で検出
した掘立柱建物も柱穴掘方の規模が1.5m、柱間は3.0m
と大型で、奈良時代のなかでの詳細な時期は不明であ
るものの同坪における土地利用の一端を知ることがで
きた。
2014年度の発掘調査にともなって以下の現地見学
会を実施した。
現地見学会　2015年２月28日　青木　敬
…（奈良県教育委員会主催の第４回国宝薬師寺東塔保
存修理現場見学会の一環）

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専門的な研
修、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
設備充実、国際的な文化財の調査や保護活用に関する
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協力・援助と学術交流あるいは研修、飛鳥資料館・平
城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様々な事業についての全体的・総
合的な企画との調整、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。
文化財担当者専門研修は、遺跡や遺物をはじめとす
る文化財の調査や、その成果の整理と保存・活用に
関する高度で専門的な研修を年度ごとの計画にした
がって実施している。2014年度は、新庁舎建設、研
修棟廃止にともない、仮庁舎で研修を実施するととも
に、外部の宿泊施設利用に転換した。このため、2013
年から、受講者の予算獲得を配慮し、できるだけ早く
次年度の課程に関する通知をおこなうようにした。ま
た、従来１課程であった報告書作成課程を報告書作成
課程Ⅰ（編集基礎）、同Ⅱ（応用製作）に分けたほか、
久々に自然科学的年代測定法課程を実施した。
文化財情報電子化の研究では、発掘調査報告書に関
するデータベースとして、全国遺跡報告総覧の設計を
おこなうとともに、関係するデータベースである報告
書抄録データベースの改良をおこなった。遺跡情報・
遺構情報・遺物情報の収集管理や活用に関する情報収
集は継続的に実施しており、各種データベースへの
データ入力・更新を日常的におこなっている。また、
調査研究成果の電子化として、ガラス乾板・大判フイ
ルム・35㎜スライドフイルム・遺構実測図・遺構カー
ド・発掘調査日誌・軒瓦拓本カード等のデジタル化を
進めている。
文化財保護に資する国際協力については、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、2015年１月にバングラデシュで
実施したワークショップに講師を派遣するとともに、
バヌアツとブータンを対象にした個人研修では、写真
研修をおこなった。
諸外国との国際共同研究としては、中国の社会科学
院考古研究所、河南省文物考古研究所、遼寧省文物考
古研究所との共同研究、韓国の国立文化財研究所との
共同研究がある。1993年から継続しておこなってい
るカンボジアとの共同研究事業は、西トップ遺跡を対
象にした調査と修復を実施してり、目下、南祠堂の解
体修復を進めている。このほか、文化庁受託事業によ
るベトナム・ハノイ林業大学との拠点交流事業におい
て、出土木材の保存に関する共同研究および研究交流
を実施した。さらに、東京文化財研究所と共同で実施
するミャンマー文化省との拠点交流事業ではビュー文
化の遺跡であるシュリクシェトラ遺跡を中心に共同研

究および人材育成の事業をおこなった。
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、春期特別展「いにしえの
匠たち―ものづくりからみた飛鳥時代―」、夏期企画
展「第５回写真コンテスト「飛鳥の甍」応募作品展」、
企画展「津田洋　大和の美仏に魅せられて」、秋期特
別展「はぎとり・きりとり・かたどり―大地にきざ
まれた記憶―」、冬期企画展「飛鳥の考古学2014―縄
文・弥生・古墳から飛鳥へ―」を開催した。
平城宮跡資料館では、秋期特別展「地下の正倉院展
―木簡を科学する―」と、夏期企画展「平城京びっく
りはくらんかい」、冬季にはミニ展示「発掘速報展　
平城　2014」を開催した。これら展示関係については
別項を参照されたい。
写真室では、研究所内の各種写真の撮影や、写真
データの保管管理をおこなっている。また外部からの
依頼を受けた写真撮影等もおこなっている。さらに近
年では、各地の地方公共団体での埋蔵文化財写真の研
修会等に講師として出席している。

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。
2014年度は、興福寺・仁和寺・薬師寺・三仏寺・
唐招提寺・東大寺や、奈良の旧家等が所蔵する歴史資
料・書跡資料調査をおこなった。
興福寺の調査においては、『興福寺典籍文書目録』
の続編を公表するための調査を続け、二条家記録第６
函～第10函の調書を作成した。また第109函等の写真
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撮影を実施した。
仁和寺における調査では、御経蔵聖教第53函～第
65函の調書原本校正・写真撮影を実施した。また、
御経蔵第31函～第50函の資料目録を、『仁和寺史料…
目録編〔稿〕二』として作成・刊行した。仁和寺の聖
教は御流聖教と称されて尊ばれてきたが、その内実が
徐々にあきらかになりつつあると言える。
薬師寺調査では、第５函～第８函の調書原本校正
と、第25函の写真撮影を実施した。
三仏寺が所蔵する歴史資料の調査においては、第４
函・経典函等の調書を作成し、仏神像・銅鏡・木札等
の調査・写真撮影を実施した。また、２躯の騎馬像に
ついて、文献調査・美術史的調査・胎内銘調査の成果
をまとめ、２躯とも室町時代の勝手権現像であるとの
見解を、『奈良文化財研究所紀要2014』に公表した。
さらに、三仏寺に関連する資料が愛媛県の横峰寺に存
在したので、その調査・写真撮影を実施した。
唐招提寺の調査においては、宝蔵・新宝蔵に所在す
る資料の確認調査・整理作業と、宝蔵第２函の写真撮
影をおこなった。
東大寺所蔵の歴史資料の調査を、科学研究費補助金
も充当して実施し、新修東大寺文書聖教第78函～第
80函の調査データ入力、第56函・第35函の写真撮影
等をおこなった。
それ以外では、奈良の旧家が所蔵する古文書を調査
した。また、生駒市有里町自治会等が所蔵する絵図の
写真撮影を実施した。
また、氷室神社の宮司である、大宮家所蔵文書に
ついて、2013年度に奈良市と共編で刊行した報告書
に基づいて、公開データベース、「大宮家文書データ
ベース」の増補・更新をおこなった。
その他、調査協力の依頼を受けて、石山寺主催の文
化財調査等に協力した。

●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、修理等の祭に保存
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2014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、2009年度に始まっ

た法隆寺所蔵の古材調査を継続して進めた。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
再利用不能と判断され、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、奈良文化財研究所が
部材の実測、加工痕調査、写真撮影等をおこなった。
2014年度までに金堂の旧部材の調査を概ね終了し、
2015年度以降も調査を継続する予定である。
受託調査として、秋田県横手市増田伝統的建造物群
保存地区に所在する町家の詳細調査をおこなった。増
田は横手盆地南部に所在する商家町で明治期から昭和
にかけて周辺の物資の集散地として栄え、妻入りで内
部に磨き漆喰の内蔵を持つ特異な町家が櫛比する町並
みが残る。増田の町並みを代表する旧松浦千代松家、
佐藤又六家の２件について実測、写真撮影、所見執筆
等の調査を現地に赴いておこなった。
また、山梨県富士吉田市に所在する北口本宮冨士浅
間神社の社殿詳細調査をおこなった。北口本宮冨士浅
間神社は、室町時代から江戸時代前期にかけての本殿
３棟（重要文化財）もさることながら、富士講信者の
寄進による江戸時代中期の社頭整備に関わる拝殿、神
楽殿、手水舎等の社殿（県指定有形文化財）も近世社
寺として非常に興味深いものである。これらについて
詳細調査を実施した。
以上２件の調査は2015年まで継続しておこなう予
定である。
海外関連では、2013年に日本語版を出版したベト
ナムティエンザン省カイベー市の集落保存対策調査報
告書の英語版を出版した。
調査研究の一環として、奈文研所蔵資料のうち、建
造物乾板写真の保護処理と画像デジタル化を継続して
おこなっている。2014年度に処理した乾板は約700枚
である。
このほか、国宝薬師寺東塔等の文化財建造物保存修
理事業、橿原市今井町等の伝統的建造物群保存事業等
について援助･助言をおこなった。

●景観研究室の調査と研究
景観研究室では、「文化的景観」を主な対象として、
その概念および保存・活用のための基礎的・応用的な
調査研究に取り組んでいる。特に2011年度からは諸
外国との比較検討を視野に入れながら、文化的景観保
護に係る基礎的情報の収集・整理・検討・公開を進め
てきた。また、文化的景観の具体的事例に関する取組
としては、地方公共団体からの受託研究等を通じて、
保護措置の諸問題について継続的に検討を重ねてい
る。
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2012年度後半からは、従前の取組成果をふまえつ
つ、文化的景観の定着と保存・活用の促進等をはかる
ため、外部の専門家・実務者を含む『「文化的景観学」
検討会』を編成し、広い視野から文化的景観の概念・
調査・表現方法・計画・技術・制度等の体系化に向け
た検討を深めてきた。この中で、2013年度の検討内
容を広く議論に付すため、５月には30名余りの外部
参加を求めてワークショップを開催した。
諸外国との比較検討の観点からは、特に世界遺産に
おける文化的景観（cultural… landscape）に関わる諸
資料等の調査硏究を進め、日本の文化的景観保護施策
に資するため日本語版資料を作成した。また、2011
年度のアメリカ合衆国調査、2013年度のフランス調
査に引き続き、インドネシア等の文化的景観の取組に
関する調査を実施し、ヨーロッパやアジア各国の文化
的景観に関わる取組について検討を進めた。
個別の文化的景観の調査・計画等に関する検討とし
ては、京都市域の文化的景観や宇治茶生産（京都府南
部）の文化的景観について基礎的調査をおこなうとと
もに、岡崎（京都市）や相川（佐渡市）の文化的景観
保存計画策定について協力した。また、重要文化的景
観に選定されている「宇治の文化的景観」（宇治市）
や「四万十川流域の文化的景観」（四万十市）の整備
計画策定、あるいは、「阿蘇の文化的景観」（熊本県）
の調査等に関しても支援等をおこなっている。
なお、従前公表してきた重要文化的景観選定事例の
文化的景観保存計画の概要資料集成についても、新た
に選定された事例に関する追補作業を進めている。

●遺跡整備研究室の調査と研究
遺跡整備研究室では、記念物に関する総合的な調査
と研究を実施しており、特に「遺跡等整備」および
「庭園」に関する調査研究の２つを柱としている。
遺跡等整備については、国際的な動向も視野に入れ
ながら、主として国内に所在する遺跡等の保存・活用
およびそのための整備事業について、理念、計画・設
計、技術に関する調査研究をおこなっている。
遺跡整備に関する研究集会については、2014年度
は「史跡等の整備・活用の長期的な展開」をテーマと
して開催した。長期にわたる遺跡の整備・活用の事例
および関連する分野における再生についての事例発表
の後、総合討議をおこなった。また、2013年度に文
化的景観研究集会と合同で開催した第３回遺跡等マネ
ジメント研究集会「計画の意義と方法」の報告書を刊
行した。
庭園については、日本庭園の歴史および保護に関す

る調査研究、基礎的資料のデータベース化をおこなっ
ている。2011年度から、中世庭園の研究を継続して
おり、2014年度は「戦国時代の庭園」をテーマとし
て研究会を開催した。例年どおり、庭園史学・造園学
だけでなく、考古学、建築史学、美術史学等の多分野
の専門家が参加し、事例報告・研究発表と討論を通じ
て、最近の出土事例や関連分野における研究の進展状
況が確認された。年度末には報告書を刊行した。
2012年度から奈良市教育委員会と連携研究の協定
を結んで実施している「奈良市における庭園の悉皆的
調査」については、2013年度に引き続き宗教法人が
所有する庭園の現地調査に赴き、所有者への聞き取り
や写真撮影等をおこなった。さらに、奈良県・奈良市
の所有となっている庭園の現地調査もおこなった。
その他、昨年度に引き続きコロンビア大学との研究
交流事業を実施した。

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
事業計画にしたがって埋蔵文化財に関する調査・研究
を実施するとともに、国や地方公共団体の要請に基づ
き専門的な助言や協力をおこなっている。2014年度
の各研究室の活動内容は、以下のとおりである。

●保存修復科学研究室の調査と研究
文化財に関する基礎的・体系的な調査・研究ならび
に調査手法の研究・開発を推進するため、１）出土遺
物等の材質構造調査、埋蔵環境調査ならびに保存処理
の開発研究、２）遺構の安定化法に関する基礎研究、
および３）文化財の非破壊材質構造調査法としてのミ
リ波およびテラヘルツ波の応用研究を実施している。
１）では①炭化した紙のラマン分光分析による炭化温
度の推定、②紫外線スキャナの開発研究、③木造建造
物の塗装彩色調査、④金属製遺物の埋蔵環境調査に取
り組んだ。２）では外界気象条件や覆屋内温熱環境、
析出物の種類や分布、水質に関する実測調査をおこな
うとともに、土中と覆屋内空気における熱、水分およ
び酸素、溶質の移動を考慮した同時移動解析をおこ
なった。３）では、①テラヘルツ分光イメージングに
より、漆器の塗装構造に関する非破壊調査、②新規に
導入予定のテラヘルツイメージング装置の測定試験を
実施し、文化財への適用性を検討した。また、「石造
文化財の劣化と保存に関する新たな展開」をテーマと
した研究集会を開催した。
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受託事業として、喜界町出土金属製遺物の保存処理
（喜界町）、群馬県金井東裏遺跡出土ガラス製遺物の材
質・構造調査（群馬県）、国宝薬師寺東塔顔料等分析
調査（奈良県）、平城宮跡遺構展示館の保存活用に関
する調査研究事業（文化庁）等10件を実施した。連
携研究としては、クスノキ製臼保存処理に関する保存
科学的研究（大分市）、潤地頭給遺跡出土準構造船の
真空凍結乾燥法による保存研究（糸島市）、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（幸田
町）の３件を実施した。
国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策に関する研究等業
務（文化庁）ならびに特別史跡キトラ古墳保存・活用
等調査業務（文化庁）において、劣化原因究明と修理
のための材料調査をおこなった。また、高松塚古墳の
石室石材をより安全に静置するための安定化支持具を
製作し、取り付けをおこなった。

●環境考古学研究室の調査と研究
環境考古学研究室では、動物考古学を中心とした環
境考古学の調査研究を実施し、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。
2014年度も、東日本大震災の復興事業にともなう
発掘調査や整理作業に対する支援を継続的におこなっ
た。磯草貝塚（宮城県）では、出土した動物遺存体を
同定して、発掘調査報告書の原稿を執筆した。波怒棄
館遺跡（宮城県）では、約25,000点の動物遺存体を同
定した。2015年度末刊行の発掘調査報告書に向けて、
今後とも作業を継続していく予定である。復興関連
以外では、神谷地・小出遺跡（秋田県）、南鴻沼遺跡
（埼玉県）、丸山B遺跡（東京都）、六反田南遺跡（新
潟県）、木曽田遺跡（三重県）、藤原宮跡（奈良県）、
東名遺跡（佐賀県）等から出土した動物遺存体や人骨
を分析した。また、平城京右京一条二坊四坪や藤原宮
大極殿院で、古環境復原の調査をおこなった。
復興関連調査である宮城県の磯草貝塚では、整理対
象資料を最小限に限定して報告をおこなった。縄文時
代前期後葉～中期前葉の貝層から出土した約2,000点
の動物遺存体を同定し、採貝活動や漁撈活動が活発で
あるのに対し、狩猟活動は低調であったことをあきら
かにした。秋田県の神谷地・小出遺跡では、縄文時代
中期の竪穴住居跡の炉から出土した約2,000点の焼け
た動物骨を同定し、サケ科魚類を積極的に漁獲してい
たことを指摘した。また、晩期の土器棺墓から出土し
た焼骨を分析し、焼人骨の一部を土器に納めた再葬で
あったことをあきらかにした。奈良県の藤原宮跡で
は、宮造営期の運河から出土した人骨を分析し、５～

12歳程度の小児の遺体が遺跡周辺に放置されていた
と推測した。
研究成果の発信として、日本考古学協会、日本学術
会議、日本文化財科学会、日本動物考古学会、日本哺
乳類学会等の学会やシンポジウムで研究発表をおこ
なった。社会還元や普及事業として、平城宮跡資料
館、福井県美浜町、中学校職場体験等で、一般向けの
展示や講演をおこなった。継続的に実施している現生
標本の収集と公開では、東北地方の貝殻標本等を収集
し、国内外からの標本見学に対応した。

●年代学研究室の調査と研究
年代学研究室では、年輪年代学により考古学・建築
史学・美術史学・歴史学等、文化財に関わる諸分野に
資するべく、木製文化財の調査・研究をおこなってい
る。対象は、出土遺物、建造物、美術工芸品等多岐に
わたり、これらの年輪年代調査を実施するとともに、
調査手法の研究開発にも取り組んでいる。奈良文化財
研究所で開発したマイクロフォーカスX線CT技術や
デジタル画像による調査手法は、非破壊を原則とする
文化財調査に有効であるため、調査対象の拡大と活用
をはかっている。また、標準年輪曲線の拡充等年輪年
代学に関する基礎研究のほか、木製文化財の樹種同定
調査をおこなっている。
このうち、法隆寺金堂古材調査、および薬師寺東塔
の解体修理にともなう調査では、それぞれ100点以上
の部材について、年輪数が多く、部材表面でデジタル
画像による非破壊年輪計測ができるものを可能な限り
悉皆的に調査した。そして当初材だけでなく中近世の
修理部材についても対象とし、それぞれの建造物の建
立年代、および建立後の修理の経過を推定する資料を
得ることを目的とした調査を進めている。
マイクロフォーカスX線CT装置を使った研究で
は、高月観音の里民俗資料館との連携研究を進め、長
浜市高月町宇根の春日神社に伝わる神像群（男神立像
３躯・女神坐像１躯）の非破壊年輪年代調査を実施
し、そのうちの男神立像１躯から原木伐採の上限年代
として1087年の年輪年代を得た。
また、マイクロフォーカスX線CT装置は近年に出
力の向上と高解像化のためデバイスを交換しており、
これを活用して木製文化財以外の対象についても調査
をおこなっている。2014年度は、佐賀県鳥栖市の永
田１区６号墳出土ガラス小玉、および、香川県まんの
う町の安造田東３号墳出土モザイク玉を撮像し、内部
構造や製作技法の考究に資する情報を得る等の成果が
あがっている。

33

1 調査と研究



●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研究、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。
2014年度は、遺跡およびその調査法業務では、古
代の寺院と官衙関連遺跡、井戸遺構の資料の収集・整
理を継続するとともに、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・官衙関係資料はデータ
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、建物等の詳細データと、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、都城発掘調
査部と共同で、古代官衙・集落研究集会の報告書『長
舎と官衙の建物配置』と資料集「宮都・官衙と土器」
（官衙・集落と土器１）を作成した。また、新たに、
科学技術・学術審議会の建議「災害の軽減に貢献する
ための地震火山観測研究計画」に基づく、「考古資料
および文献資料から見た過去の地震・火山災害に関す
る情報の収集とデータベース構築・公開」事業に着手
した。これは2018年度までの５ヵ年計画で進めてお
り、2014年度は発掘調査報告書および発掘調査現場
での災害痕跡情報の収集・整理・分析をおこない、エ
クセル等へのデータ入力を実施した。さらにデータ
ベース基本構造の設計・プログラミング、システム
サーバーの導入等をおこなった。
いっぽう、文化財の調査技術業務では、計測・測
量、探査の各分野を中心に活動をおこなった。計測・
測量分野では、三次元レーザースキャナーやSfM／
MVS等を用いた文化財計測手法・システムについて
の研究をおこない、実用化に向けた開発を進めた。ま
た、薬師寺東塔・東大寺・弁天塚古墳（以上、奈良
市）、島内地下式横穴墓（宮崎県）等、現地で遺構計
測を実施するとともに、前年度までに収集した東日本
大震災復興関連調査等のデータ解析・報告書作成をお
こなった。探査分野では、アレイ式地中レーダー機器
の試験等をおこない、効率的な探査手法の開発に着手
した。また、各地の地方公共団体や大学等と連携し
て、平城宮・東大寺西塔および戒壇院・薬師寺東塔
（以上、奈良県）、大萱古窯跡群（岐阜県）、甲立古墳
（広島県）、実相寺古墳（大分県）等で現地作業と解析
をおこなった。

国際学術交流

奈良文化財研究所では、中国、韓国、カンボジアの
３カ国の研究機関と以下の項目に述べるような学術共
同研究を実施している。このほか、ベトナムやミャン
マーに対して技術移転・人材育成に関する事業をおこ
なういっぽう、奈文研以外の機関がおこなう支援協力
事業にも参加している。

●中国社会科学院考古研究所との共同調査
2014年度は、北魏洛陽城出土遺物の調査を２回実
施する予定であったが、年度途中で予算の見直しがあ
り、短期間の遺物調査１回となった。12月に２名を
派遣し、北魏洛陽城出土遺物の調査と比較研究の資料
として北朝鄴城出土資料の調査を実施した。８月には
中国社会科学院考古研究所が主催する「東亜古代都城
及鄴城考古・歴史国際学術研討会」に１名を派遣し、
平城宮・京の発掘成果の発表をおこなった。年度末に
は北京大学で開催された学会に１名を派遣し、北魏、
鄴城の出土瓦の研究成果を発表した。同時に中国社会
科学院考古研究所と今後の共同調査について協議をお
こなった。

●中国河南省文物考古研究院との共同研究
奈良文化財研究所と河南省文物考古研究院は、2010
年３月16日締結の『友好共同研究議定書』第４条と
『友好共同研究覚書（修訂）』の関連規定にもとづき、
鞏義市黄冶・白河唐三彩窯跡の発掘出土品の整理、調
査研究を共同で継続して実施してきた。
2014年度は共同研究第Ⅲ期５カ年計画の５年目に
あたる。2002年から2004年にかけて発掘調査した河
南省鞏義市・黄冶窯址出土資料の整理と、2005年か
ら2007年にかけての鞏義市・白河窯址出土資料の整
理作業を進めるとともに、報告書（中国語版・日本語
版）の刊行にむけての打ち合わせをおこなった。あわ
せて、中国における唐三彩関連資料の調査を実施し
た。共同研究にかかる相互の交流は下記のとおりであ
る。
2014年８月24日から８月28日まで、奈文研は玉田
芳英、大澤正吾（以上、都城発掘調査部）、難波洋三
（埋蔵文化財センター）、丹羽崇史（企画調整部）、巽
淳一郎（客員研究員）の５名を派遣し、報告書『鞏義
黄冶窯』中国語版の刊行、および次期５カ年計画の策
定に関する協議をおこなうとともに、河南省における
関連資料の調査を実施したほか、江蘇省揚州市におい
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て唐三彩関連資料の調査をおこなった。
2014年10月20日から10月24日まで、河南省文物
考古研究院は５名の研究者を派遣し、奈文研を訪れ学
術交流をおこない、関連資料を見学したほか、日本の
研究者と関連する課題について共同研究と討論をおこ
なった。

●中国遼寧省文物考古研究所との共同研究
2014年度の遼寧省文物考古研究所との共同研究は、
５カ年計画で開始した「遼西地域の東晋十六国期都城
文化の研究」の４年目である。
研究交流活動として、12月16日から19日の４日間、
中国遼寧省文物考古研究所員を招へいした。招へいし
たのは、呉炎亮所長・李霞副主任・高振海所員・肖俊
涛所員の４名で、短い滞在期間のため、慌ただしくは
あったが東京と奈良を訪問し、東京では、東京国立博
物館において主として文化財修復技術に関する展示を
視察していただいた。奈良では、共同研究に関する協
議をおこなうとともに、唐招提寺、薬師寺を訪問し
た。薬師寺では東塔基壇の発掘調査状況を視察してい
ただいた。
年度末の３月17日から21日の５日間には、研究員
６名を瀋陽市の遼寧省文物考古研究所に派遣し、金嶺
寺遺跡出土瓦・台座石（３～４世紀頃）ならびに大板
営子遺跡出土金属製品（４世紀頃）の調査をおこなっ
た。瓦の調査では、これまでに調査した瓦のほとんど
を一室に集合して並べ、種類ごとの同笵関係や製作技
法の検討をおこなった。そして、この検討結果にもと
づき調書補訂や実測・拓本作業を実施、製作技法上の
特徴を良く示す瓦については、その部分を重点的に撮
影した。台座石は旗竿を挿し込むためのもので、上面
ならびに側面の蓮華文について補足調査と拓本作成を
おこなった。金属製品の調査では、出土遺物一覧の確
認作業をおこない、主として鉄鏃の実測ならびに撮影
を実施した。
また、関連する遺物の調査として、遼寧省博物館に
展示されている瓦を観察し、金嶺寺遺跡出土瓦との比
較検討をおこなった。
これらの調査に加えて、2015年度の詳細な共同研
究事業計画について協議し、これまで蓄積してきた調
査研究成果の公表方法等についても協議をおこなっ
た。

●韓国国立文化財研究所との共同研究
奈良文化財研究所と大韓民国国立文化財研究所と
は、2005年12月に研究交流協約書を締結し、共同研

究を実施してきた。2014年度はその第３期の４年目
にあたり、協約にもとづき「日韓古代文化の形成と発
展過程に関する共同研究」および相互派遣による発掘
調査交流を実施した。
共同研究については、日韓双方の協議を経て設定し
た課題に基づき、４回の派遣と１回の受け入れを実施
した。研究成果は５ヵ年計画の最終年度にとりまとめ
る予定である。
発掘調査交流では、当研究所より国立慶州文化財研
究所へ研究員１名を派遣し、新羅王京遺跡等において
共同発掘調査を実施した。派遣期間は約１ヵ月半で
あった。また奈文研において国立慶州文化財研究所か
ら研究員１名を受け入れ、都城発掘調査部（飛鳥・藤
原地区、平城地区）において共同調査を実施した。受
け入れ期間は約２ヵ月であった。期間中には、相互の
派遣・受け入れ先において研究報告会をおこなった。

●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、イラクおよび周辺諸国を対象とし
て、文化遺産保存修復に関わる事業を東京文化財研究
所と共同で実施しているが、2014年度は、現地調査
は実施されず、現地から日本への研修生受け入れも実
施されなかった。４月30日に、2013年度より問題と
なっていたバーミヤーンの東大仏の足をドイツ隊が復
原した問題に関する研究会が東京で開催されたので、
研究員１名が参加した。

●中央アジアにおける研究協力
2014年度は、現地調査への参加や、現地から奈良
文化財研究所への研修生受け入れも実施されなかっ
た。このため、文献資料等の収集に努めるとともに、
６月14・15日に鎌倉女子大学で開かれた日本西アジ
ア考古学会に研究員１名が参加した。2013年度まで
奈文研からも研究員を派遣していたキルギスのアク・
ベシム遺跡に関する発表ほかの研究発表があった。ま
た、７月３日に東京文化財研究所が招へいしたキルギ
スからの研修生による研究発表会があり、研究員１名
が参加した。

●ベトナム・出土木製品保存に関する拠点交流事業
ベトナム林業大学との拠点交流事業として、タンロ
ン皇城遺跡から出土した木製遺物を含むベトナム出土
木製遺物の調査および保存に関する研究を共同でおこ
なうことを目的としている。2014年度は、①東南ア
ジアにおける遺跡出土木製遺物の保存の問題に関する
ワークショップの開催（ベトナム林業大学）、②タイ
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における木造沈船の保存に関する討議（タイ）、③イ
ンドネシアにおける出土木製遺物の保存の現状と課題
に関する国際研究集会の開催（インドネシア・ガジャ
マダ大学）、④京都大学生存圏研究所に招へいされた
ベトナム林業大学Nguen…Duc…Thanh氏とともにおこ
なったベトナム産木材の成分分析法に関する共同実
験、に取り組んだ。

●カンボジアにおける共同研究
2014年度は、南祠堂の再構築に向けた各種試験を
前半期におこなった。まず現状の基壇土の土質特性を
調べるために、掘込地業中位の面で簡易貫入試験や斉
賀試験、載荷試験等をおこなった。併行して、何種類
かの改良土を製作し試験をおこなった。その結果、基
壇土：粘土粉末：ラテライト粉末：消石灰の配合比を
１：0.1：0.1：0.2と定め再構築に臨んだ。2014年７月
に掘込地業中位に改良土による版築層を築き、その上
に同年８月から最下段のN25を積み始めた。2014年
度３月の段階でN22の積み上げが終わっている。今後
は、鋭意再構築を進め2015年度半ばには、南祠堂の
再構築を終了し、北祠堂の解体に入る予定である。

● ミャンマー考古・国立博物館局との技術移転・人材
育成事業
2014年度は、前年度に引き続き東京文化財研究所
が受託した拠点交流事業の内、考古分野に関して再
委託を受けた。11月23日から29日に研究員２名と文
化財写真の専門家１名を派遣し、ピィの考古学フィー
ルドスクールおよびシュリクシェトラ遺跡において文
化財写真に関するワークショップを開催した。撮影台
を現地で入手可能な材料で組み立てる等の工夫をおこ
なった。受講者はスクールの講師を中心に計19名で
ある。また、１月17日から26日に３名を招へいし、
奈良文化財研究所において文化財写真に関して、写真
撮影だけではなくデジタル資料の登録・保管とデータ
の長期保存に関する講義も含めた研修をおこなった。

●コロンビア大学との研究交流
アメリカ合衆国ニューヨーク市所在のコロンビア大
学中世日本研究所、および建築・計画・保存大学院と
交わした研究協力、および交流に関する覚書にもとづ
き、2011年４月１日から５年間にわたり、研究者の交
流等をおこなうものである。2014年度は、９月17日
にコロンビア大学において講演会を共催し、清野孝之
（考古第３研究室長）が“Ideal…management…of…historic…
parks:…From…past…to…present…to…future”、星野安治（年

代学研究室研究員）が“A…Review…of…the…Application…
of…Dendrochronology…to…Japanese…Cultural…Heritage”
を題目に講演し、意見交換をおこなった。

36

1 調査と研究



●今井　晃樹：中国／14.8.5～8.8／国際シ
ンポジウムでの研究発表／運営費交付金
●石村　智：フィジー／14.8.6～8.12／平
成26年度文化庁拠点交流事業によるフィ
ジーでの現地調査／東文研（文化庁受託）
●高妻　洋成：ベトナム・タイ／14.8.7～
8.12／拠点交流事業ベトナム出土木製品保
存事業ワークショップ開催および出土木製
品調査／文化庁受託
●和田　一之輔：ベトナム・タイ／14.8.7
～8.12／拠点交流事業ベトナム出土木製品
保存事業ワークショップ開催および出土木
製品調査／文化庁受託
●田代　亜紀子：ベトナム・タイ／14.8.7
～8.12／拠点交流事業ベトナム出土木製品
保存事業ワークショップ開催および出土木
製品調査／文化庁受託
●平澤　毅：台湾／14.8.9～8.14／台湾の
名勝地の現状に関する現地調査等／科研費
●佐藤　由似：カンボジア／14.8.14～9.10
／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
●庄田　慎矢：イギリス・フランス・スイ
ス／14.8.18～8.31／研究打ち合わせ、資
料調査、学会発表／科研費
●廣瀬　覚：韓国／14.8.18～10.2／慶州国
立文化財研究所との発掘調査交流／運営費
交付金
●森本　晋：カンボジア／14.8.23～8.26／
アンコール地域における上智大学調査資料
に関する調査／科研費
●田代　亜紀子：カンボジア・タイ／
14.8.23～8.29／アンコール遺跡群調査およ
び研究打ち合わせ／科研費
●菊地　淑人：インドネシア・シンガポー
ル／14.8.24～8.30／海外文化的景観（世
界遺産）に関する現地調査／運営交付金
●玉田　芳英：中国／14.8.25～8.28／京都
大学大学院講義のための資料調査研究／他
機関負担（京都大学大学院）
●丹羽　崇史：中国／14.8.25～8.28／河
南省文物考古研究院との協議ならびに資料
調査／運営費交付金
●大澤　正吾：中国／14.8.25～8.28／河南
省文物考古研究院との協議ならびに資料調
査／運営費交付金
●難波　洋三：中国／14.8.25～8.29／河南
省文物考古研究院との協議ならびに資料調
査／運営費交付金
●杉山　洋：カンボジア／14.8.25～8.31／
プレアヴィヒア遺跡の調査／科研費
●森先　一貴：チェコ／14.8.25～9.1／ミ
クロフ国際人類学会議への参加・研究発表
／助成金・運営交付金
●渡辺　晃宏：韓国／14.8.27～9.1／研究
分担者をつとめる科学研究費による研究の

遂行のため／科研費
●杉岡　奈穂子：チェコ・スイス・フラン
ス／14.9.7～9.21／The…18th…International…
Microscopy…Congress…2014（Plague） に
て成果発表…欧州で流通したインド製唐栙
布の材料調査／科研費
●清野　孝之：アメリカ／14.9.15～9.23
／コロンビア大学との研究協力および交流
／運営費交付金
●星野　安治：アメリカ／14.9.15～9.23／
コロンビア大学との研究協力および交流／
運営費交付金
●若杉　智宏：韓国／14.9.24～9.26／日
韓古代文化の形成と発展過程に関する共同
研究にかかる調査／運営費交付金
●田代　亜紀子：イギリス／14.10.6～
10.19／資料収集・庭園観光調査／科研費
●佐藤　由似：台湾・中国／14.10.9～
10.18／海から見た近世カンボジアに関す
る調査／助成金（笹川研究助成）
●海野　聡：韓国／14.10.10～10.13／韓国
古建築調査／科研費
●前川　歩：韓国／14.10.10～10.13／シ
ンポジウム「新羅の王宮…建築物…復元」へ
の参加・発表／先方負担
●小野　健吉：イギリス／14.10.10～10.19
／資料収集・庭園観光調査／科研費
●脇谷　草一郎：ベルギー／14.10.12～
10.19／ SWBSS…2014における研究発表／
運営費交付金
●杉山　洋：カンボジア／14.10.16～10.22
／西トップ遺跡の調査修復／助成金（朝日
文化財団）
●加藤　真二：中国／14.10.18～10.25／
北京で開かれるシンポジウムへの出席およ
び天津、済南で関連の調査／私費（研修）
●森本　晋：台湾／14.10.20～10.24／ PNC
（太平洋近隣会）2014年次大会「博物館コ
ンピューティング」で発表／運営費交付金
●石橋　茂登：韓国／14.10.27～10.29／
「高松塚古墳墳丘整備の在り方に関する調
査」にともなう韓国文化財庁、国立扶余文
化財研究所へのヒアリングおよび陵山里古
墳群見学／文化庁受託
●降幡　順子：韓国／14.10.27～10.29／
「高松塚古墳墳丘整備の在り方に関する調
査」にともなう韓国文化財庁、国立扶余文
化財研究所へのヒアリングおよび陵山里古
墳群見学／文化庁受託
●前川　歩：韓国／14.10.27～10.29／「高
松塚古墳墳丘整備の在り方に関する調査」
にともなう韓国文化財庁、国立扶余文化財
研究所へのヒアリングおよび陵山里古墳群
見学／文化庁受託
●杉山　洋：カンボジア／14.10.27～10.31
／西トップ遺跡の調査修復／助成金（朝日

文化財団）
●田代　亜紀子：インドネシア／14.10.27
～11.6／科研研究調査および文化省受託拠
点交流事業ベトナム出土木製品保存事業
ワークショップ準備／科研費
●諫早　直人：韓国／14.10.30～11.3／日
韓交渉の考古学―古墳時代―第2回共同研
究会における通訳および資料調査への参加
／科研費
●海野　聡：中国／14.11.1～11.3／中国
文献資料・街並み・庭園調査／科研費
●伊東　隆夫：中国／14.11.4～12.12／科
研研究課題の研究遂行のための調査および
研究資料の収集／科研費・先方負担
●佐藤　由似：カンボジア／14.11.5～12.31
／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
●森本　晋：タイ・カンボジア／14.11.11
～11.15／アンコール関連資料の調査なら
びにアンコール地域における上智大学調査
資料調査打ち合わせ／科研費
●加藤　真二：韓国／14.11.12～11.16／ア
ジア旧石器協議会への出席、海外共同研究
の成果についての発表／運営費交付金
●石橋　茂登：アメリカ／14.11.12～11.18
／在外青銅器関係資料調査／科研費
●杉山　洋：カンボジア・ミャンマー／
14.11.17～11.25／西トップ遺跡の調査修復
およびミャンマーに於ける遺跡保存と活用
／科研費
●石村　智：ミャンマー／14.11.23～11.29
／ミャンマー文化遺産保護に関する拠点交
流事業の考古分野におけるワークショップ
での講義／文化庁受託
●森本　晋：ミャンマー／14.11.23～11.30
／ミャンマー文化遺産保護に関する拠点交
流事業の考古分野におけるワークショップ
での講義／文化庁受託
●小野　健吉：韓国／14.11.25～11.28／慶
州市・新羅文化遺産研究院主催「慶州の古
代宮殿遺跡の望ましい活用に関する国際シ
ンポジウム」招聘参加／先方負担
●石村　智：カンボジア／14.12.3～12.9／
科研費「アンコール王朝末期の総合的歴史
学建築」のための資料調査／科研費
●杉山　洋：カンボジア／14.12.3～12.10
／西トップ遺跡の調査修復／助成金（朝日
文化財団）
●今井　晃樹：中国／14.12.3～12.12／洛
陽、鄴城出土資料の調査／運営費交付金
●栗山　雅夫：中国／14.12.3～12.12／洛
陽、鄴城出土資料の調査／運営費交付金
●森本　晋：フランス／14.12.7～12.15／
ギメ美術館・フランス極東におけるアン
コール関係データベースの調査／科研費
●田村　朋美：中国／14.12.8～12.17／中

39

1 調査と研究



国南部におけるガラス製遺物の調査／科研
費・運営費交付金
●星野　安治：ペルー／14.12.12～12.23
／植生調査、遺跡年輪試料に関する研究打
合せ、考古・歴史年代測定に関する現状調
査／先方負担
●惠谷　浩子：中国／14.12.15～12.19／
ACCU2014年度国際会議出席／先方負担
●杉山　洋：カンボジア／14.12.17～12.26
／カンボジア・アンコール・トム内の水利
区画についての調査／科研費
●青木　敬：韓国／14.12.27～12.30／新
羅・朝鮮王陵の構築技術調査および現地調
査／科研費
●田代　亜紀子：タイ／15.1.4～1.8／科研
「古代・中世東西回廊―ミャンマー・タイ
跨境における文化交流・交流網の歴史的動
態」研究打ち合せ・アジア歴史地理情報会
学会出席／科研費
●加藤　真二：バングラデシュ／15.1.8
～1.18／ ACCU実施の「文化遺産ワーク
ショップ2014」講師／他機関負担（ACCU）
●佐藤　由似：カンボジア／15.1.14～1.27
／海から見た近世カンボジアに関する調査
／助成金（笹川研究助成）
●高妻　洋成：インドネシア／15.1.15～
1.21／拠点交流事業ベトナム出土木製品保
存事業国際研究会参加とインドネシア出土
木製品調査／文化庁受託
●田村　朋美：インドネシア／15.1.15～
1.21／拠点交流事業ベトナム出土木製品保
存事業国際研究会参加とインドネシア出土
木製品調査／文化庁受託
●松村　恵司：カンボジア／15.1.17～1.21
／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
●上田　浩司：カンボジア／15.1.17～1.21
／アンコール文化遺産保護に関する研究協
力にかかる西トップ遺跡の調査研究ならび
に監査・視察／運営費交付金
●田中　康成：カンボジア／15.1.17～1.21
／アンコール文化遺産保護に関する研究協
力にかかる西トップ遺跡の調査研究ならび
に監査・視察／運営費交付金
●高梨　泰裕：カンボジア／15.1.17～1.21
／アンコール文化遺産保護に関する研究協
力にかかる現状確認／運営費交付金
●杉山　洋：カンボジア／15.1.17～1.24／
カンボジア・西トップ遺跡の調査修復／運
営費交付金
●井上　直夫：カンボジア／15.1.19～1.24
／カンボジア出土資料の写真撮影／科研費
●飯田　ゆりあ：カンボジア／15.1.19～
1.24／カンボジア出土資料の写真撮影／科
研費
●高田　祐一：カンボジア／15.1.19～1.24

／アンコール遺跡群における砂岩材の調査
／助成金（朝日文化財団）
●田村　朋美：韓国／15.1.28～2.3／大韓
文化財研究院2015国際学術大会に参加お
よび光州出土ガラス製品の調査／科研費
●加藤　真二：中国／15.2.4～2.7／平城宮
跡展示館の基本設計修正のための資料調査
／国交省受託
●諫早　直人：モンゴル／15.2.8～2.16／
匈奴・突厥墓出土金属製品の調査／科研費
●森本　晋：カンボジア・ラオス／15.2.10
～2.15／アンコール期の遺構・遺物の記録
方法に関する調査／科研費
●佐藤　由似：カンボジア・ミャンマー／
15.2.10～3.14／アンコール文化遺産の保護
に関する研究協力およびミャンマーにおけ
る文化財調査／運営費交付金
●杉山　洋：カンボジア・ミャンマー／
15.2.13～2.23／カンボジアおよびミャン
マーにおけるポストアンコール期遺跡の調
査／科研費
●森本　晋：ミャンマー／15.2.19～2.25／
アンコール朝と平行する時期の遺跡・遺
構・遺物の記載方法に関する現地調査／科
研費
●田代　亜紀子：ミャンマー／15.2.20～
2.24／科研「古代・中世東西回廊…ミャン
マー・タイ跨境における文化交流・交易網
の歴史的動態」現地調査／科研費
●石村　智：ミャンマー／15.2.20～2.26／
ミャンマーにおけるポストアンコール期関
連遺跡の現地調査／科研費
●森先　一貴：ロシア／15.2.24～3.1／科
研「北東アジア新石器時代の広領域分散型
社会における相互影響の解明に向けた考古
学研究」に関わる資料調査／科研費
●星野　安治：グアテマラ／15.2.28～3.15
／ボーリング調査、植生調査／科研費
●平澤　毅：中国／15.3.5～3.11／中国の
名勝地の現状に関する現地調査等／科研費
●馬場　基：台湾／15.3.10～3.12／科研
「古代中世東アジアの関所と交通政策」に
よる資料見学のため／科研費
●神野　恵：台湾／15.3.10～3.12／科研
「古代中世東アジアの関所と交通政策」に
よる資料見学のため／科研費
●浦　蓉子：台湾／15.3.10～3.12／科研
「古代中世東アジアの関所と交通政策」に
よる資料見学のため／科研費
●諫早　直人：韓国／15.3.11～3.16／国立
歴史民俗博物館共同研究に係る資料調査、
第２回研究会および全羅南北道西南海岸地
域の墳墓踏査／先方負担
●杉山　洋：カンボジア／15.3.17～3.20／
カンボジアにおけるポストアンコール遺跡
の調査／科研費

●小池　伸彦：中国／15.3.17～3.21／遼寧
省文物考古研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●清野　孝之：中国／15.3.17～3.21／遼寧
省文物考古研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●今井　晃樹：中国／15.3.17～3.21／遼寧
省文物考古研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●廣瀬　覚：中国／15.3.17～3.21／遼寧省
文物考古研究所との国際共同研究（研究計
画の協議および調査）／運営費交付金
●石田　由紀子：中国／15.3.17～3.21／遼
寧省文物考古研究所との国際共同研究（研
究計画の協議および調査）／運営費交付金
●栗山　雅夫：中国／15.3.17～3.21／遼寧
省文物考古研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●高妻　洋成：オーストリア／15.3.18～
3.23／漆喰資料の調査（ウィーン世界博物
館所蔵大名屋敷模型の漆喰壁）／科研費
●鈴木　智大：韓国／15.3.20～3.22／韓国
慶州の古建築および遺跡の建築史的調査／
科研費
●清野　孝之：韓国／15.3.25～3.27／韓国
国立文化財研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●廣瀬　覚：韓国／15.3.25～3.27／韓国国
立文化財研究所との国際共同研究（研究計
画の協議および調査）／運営費交付金
●小田　裕樹：韓国／15.3.25～3.27／韓国
国立文化財研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●諫早　直人：韓国／15.3.25～3.27／韓国
国立文化財研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●玉田　芳英：韓国／15.3.25～3.27／京都
大学大学院講義のための資料調査研究およ
び発掘現場の視察／他機関負担（京大大学
院）
●若杉　智宏：韓国／15.3.25～3.27／韓国
国立文化財研究所との国際共同研究（研究
計画の協議および調査）／運営費交付金
●今井　晃樹：中国／15.3.27～3.30／北京
大学で開催される学会への参加／運営費交
付金
●森本　晋：イタリア／15.3.28～4.6／国
際学会「考古学におけるコンピューターの
応用と数量的方法（CAA）」出席／運営費
交付金
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公開講演会

特別講演会（東京会場）
2014年10月25日
◆難波　洋三「年代を測るものさしの作り
方」
各論の発表に先立ち、考古学的な年代決

定法と自然科学的な年代決定法の概要を説
明し、それぞれの特徴と問題点を整理し
た。まず、考古学的方法のうち層位学的方
法に関して、同一層位に新旧型式が併存す
る場合に想定しうる原因を説明した後、電
話ボックス取付用の大型公衆電話機を例と
して、型式学的方法におけるルジメントの
検出の重要性を指摘した。また、自然科
学的方法については、年輪年代法とAMS-
炭素14年代測定法を取り上げて説明し、
後者の問題点も検討した。

◆尾野　善裕「古代土器の年代推定―都の
調査・研究成果と地方の視点―」
遺跡の種類を問わず、発掘調査によって

普遍的に出土する傾向の強い土器・陶磁器
は、調査した遺跡の暦年代を推定する上で
の重要な手がかりである。とりわけ、暦年
代推定根拠が豊富な都城遺跡の出土品は、
時間の尺度としての精度の高さから参照さ
れることも多いが、土器・陶磁器には強い
地域色があり、都城遺跡の様相をそのまま
地方の遺跡に適用して暦年代を論ずること
には問題が多い。しかし、物資の求心力が
強い都城へは各地の土器・陶磁器が搬入さ
れており、特定地域の搬入品のみを抽出す
るならば、時間の尺度として各地の遺跡へ
の応用が可能であることを指摘した。

◆渡辺　晃宏「時を測るものさしとしての
木簡」
木簡は史料としてだけでなく、そこに書

かれた時の記載によって、遺構・遺跡や遺
物に時の定点を与える役割を果たす。た
だ、木簡が書かれた時とその廃棄時期に
はずれがある。この点を二条大路木簡の
SD5300とSD5100の文書木簡と荷札木簡
を例に説明し、両者の埋没の時期差にも言
及した。そして、時の明示がなくても年代
決定の重要な手がかりになることを、木簡
の地方行政組織や地名の表記から考えた。
また、701年の大宝令の施行が、年号導入
と時の記載位置の変化（冒頭から末尾へ）
を生み、時の記載法の画期となったことを
述べた。

◆神野　恵「土器の年代と木簡の年紀」
年代をはかる「ものさし」には、土器や

瓦を新旧関係でならべた相対年代と、文献
史料や出土文字資料から得られる絶対年代
があり、これらを組み合わせることで、遺
跡の年代を決定していく必要があることを
述べた。発掘調査や整理作業の過程では、
土器の年代観と、共伴する木簡の年代が矛
盾することがあり、各々の研究者間による
活発な議論がおこなわれた事例を、２例紹
介した。発掘調査や整理研究の成果は、こ
ういった議論を経たものであり、通常は知
ることができない研究の舞台裏での苦労
を、一般の方々に紹介することができた。

◆石田　由紀子「白鳳か天平か、瓦が解決
した「薬師寺論争」」
瓦は建築部材の一部であることから、瓦

の年代を知るには、創建年代等の記録が残
る建物と、そこに使われた最初の瓦（創建
瓦）の把握が基本である。それらに加え
て、瓦当文様や製作技法の変化、笵傷進行
等、さまざまな視点からの検討を加え、瓦
の編年研究をおこなっていることを述べ
た。そのうえで、薬師寺の堂塔が本薬師寺
からの移建か非移建かで長年の議論が続い
ていた「薬師寺論争」について、その解決
に瓦の研究が寄与した事例を紹介し、瓦の
年代決定方法について論じた。

◆星野　安治「木の年輪で作った年代を測
るものさし―年輪年代学の成果―」
年輪年代学は、自然の法則を利用して年

代を測る自然科学的年代測定の一つで、樹
木の年輪が形成された年を１年という高い
時間分解で誤差なく特定することができ
る。奈良文化財研究所では、この研究分野
の導入にわが国で初めて成功し、現在では
過去約3000年間の年代を測る「ものさし」
ができている。また、マイクロフォーカス
X線CTによる非破壊調査技術の開発等も
世界に先駆けておこなってきた。本講演で
は、年輪年代学の概要や奈文研における取
組、そして年輪を使った木材産地推定の可
能性等、年輪で作ったものさしの今後の展
望について紹介した。

第114回公開講演会
2014年６月28日
◆松村　恵司「藤原京の地鎮と富本銭」
2007年に藤原宮の大極殿院南門の調査

で出土した地鎮具の高エネルギーX線CT
による内容物の調査と、その取り出し作業
の過程を紹介。この地鎮具が『日本書紀』
に記された最古の地鎮祭にともなう可能性
を指摘した。埋納された富本銭は飛鳥池遺
跡出土銭とは異なる新種の富本銭であり、
持統８年（694）もしくは、文武３年（699）

に、記録のある鋳銭司で生産された可能性
が高い。２種の富本銭の銭文や形制の違い
を詳細に比較検討した。平瓶に納められて
いた富本銭と水晶の数は、ともに陽の極数
とされる９点であった。これには九を重ね
る重九（重陽）の意味があり、藤原宮の長
久と平安を願う地鎮具であったと考えられ
る。

◆桑田　訓也「役人を育てる」
平城宮には、約7,000人の役人が勤務し
ていた。彼ら役人を育てるシステムは、ど
のようなものだったのか。
役人を育てる役所には、大学寮・典薬
寮・陰陽寮の３つがあり、明経・医・天文
等９つの学科が置かれていた。各分野の専
門家になることを期待されたのは、中下級
役人の子どもであり、貴族の子どもは、成
績に関わらず、一定の年齢になると自動的
に退学・就職することになっていた。
奈良時代初頭には、役人を育てる役所は
充分に機能していなかった。その背景の１
つとして、渡来人に頼り過ぎていたことが
指摘できる。

◆若杉　智宏「壁画古墳の世界 ―星宿と
四神―」
本発表では、キトラ古墳の天文図の分析
から、日本の古墳壁画の源流を考察した。
キトラ古墳天文図の原図は天体に関する
高度な専門知識に基づいて作られたと推測
できる。しかし、作業にあたった画師は専
門知識をもたなかったため、キトラ古墳天
文図の黄道の位置や石室西壁に描かれた白
虎の向きに誤りが生じたと考えた。
中国大陸・朝鮮半島の壁画古墳との比較
からは、朝鮮半島の古墳の天文図に、キト
ラ古墳天文図ほど精緻なものはないことを
確認した。このことより、キトラ古墳壁画
の故地は中国大陸であったと結論づけた。

第115回公開講演会
2014年10月４日
◆松村　恵司「和同開珎１文の価値は？」
発行当初の和同開珎１文がどれほどの価
値であったのか、その公定価値に関する史
料を検討し、１文が１日の労賃に相当する
ことをあきらかにした。また、奈良時代の
物価変動を通観し、天平宝字年間に急激に
進行したインフレの原因が、旧銭の和同開
珎に対して10倍の価値をもつ新銭万年通
寳の発行（760年）と、連年の飢饉と疫病
の流行、恵美押勝の乱（764年）が複合的
に作用した可能性を指摘した。日当も宝亀
２年（771）には15文まで上昇するが、１
日の労賃で購入できた米の量は、奈良時代
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を通じて２～３升とほとんど変化のないこ
とを指摘した。

◆芝　康次郎「植物種実からみた古代の食
生活」
遺跡出土の植物種実には、食用植物が多
く含まれる。特に、便所遺構やそれに類す
る遺構から見つかるものは、食生活の一端
をダイレクトに示してくれる。
近年、平城宮東方官衙地区で見つかった
糞便遺構からは、数万点におよぶ植物種実
が出土した。メロン仲間、キイチゴ属、ア
ケビ、サンショウ、カキノキ、イチジク、
エゴマ、ナス等37種類にのぼる。これら
は同時代の他の便所遺構と基本的には類似
した内容である。木簡や文献史料に記され
たものも多く、これらを総合的に検討する
ことで、より豊かな古代の食生活が復元で
きると考えられる。

◆惠谷　浩子「文化的景観の味わい方」
文化的景観は文化財としての保護の仕組
が比較的新しく、また認知度が低い。よっ
て、本講演ではまず、文化的景観の基礎的
情報の共有のため、保護制度創設の背景と
保護の仕組を示した。その上で、非常に広
いエリアを対象とする文化的景観ゆえの課
題として、①価値共有の必要性、②価値表
現のむずかしさ、の２点を指摘した。さら
に、その課題に対する景観研究室での取組
として、エリア全体をひとつの鳥瞰図とし
て視覚的に表現するイラスト「文化的景観
全覧図」の作成について紹介した。

研究集会

◆庭園の歴史に関する研究会
 2014年10月25日
2014年度は、「戦国時代の城館の庭園」
をテーマとして開催した。
研究報告では、庭園史・建築史・文化史
の研究者が、戦国城館の庭園遺構につい
て、住宅史からみた戦国城館、室町文化の
地方伝播について、それぞれ発表をおこ
なった。事例報告では、大内館跡、小田原
城跡…御用米曲輪、岐阜城…織田信長居館跡
の調査担当者が、いずれも近年確認された
庭園遺構について報告をおこなった。その
後の討議では、城館特有の立地環境や機能
に注意しつつ、庭園史・住宅史を中心に分
野横断的な研究を進めていくことが、検出
遺構の評価や庭園史・建築史における通史
的研究において重要であることが確認され
た。… （高橋…知奈津）

古代官衙・集落研究会（第18回）
 2014年12月12日～13日
2014年度は「宮都・官衙と土器」と題

して研究集会を開催した。
研究報告は、高橋照彦「都と地方の土

器」、森川実「平城宮とその周辺の土器様
相」、佐藤敏幸「東北の城柵官衙と土器」、
依田亮一「東国の官衙と土器」、中島恒次
郎「土器から考える遺跡性格」、岡田裕之
「出雲における国府と集落の土器様相」、三
舟隆之「文献から見た官衙と土器」の計７
本である。発表終了後、玉田芳英都城発掘
調査部副部長の司会による総合討議をおこ
ない、都城・官衙から出土する土器の特徴
と歴史的背景に関する活発な討議が交わさ
れた。
参加者は、地方公共団体・大学関係者等

計148名、アンケートでは96％が有意義で
あったとの回答が寄せられた。なお、今回
の研究集会の研究報告を2015年度に刊行
する予定である。
このほか、2013年度に実施した研究集

会の研究報告『長舎と官衙の建物配置』を
2014年12月に刊行した。… （小田…裕樹）

保存科学研究集会
 2015年１月23日
石造文化財の中でも、古墳の石室、石

棺、石彫像、石灯篭、磨崖仏等は、屋外に
おいて大地と接した状態にある。石材の風
化は、石造文化財が置かれている環境と石
材の種類によるところが大きい。特に軟岩
と呼ばれる砂岩や凝灰岩から作られた石造
文化財の風化とその保存には、多くの課題
が山積している。今回の研究集会は、この
ような石造文化財の保存の現状と課題を
テーマに、「石造文化財の保存研究会」と
の共催でおこなわれた。７件の研究発表の
後、総合討議をおこなった。総合討議にお
いては、石造文化財を取り巻く環境の影
響、保存処理の問題について、活発な意見
交換がおこなわれ、今後の石造文化財の保
存研究に大きな方向性を与える研究集会と
なった。… （高妻…洋成）

古代瓦研究会（第15回）
 2015年２月14～15日
「８世紀の瓦づくりⅣ―平城宮式軒瓦の
展開２　6282-6721系―」をテーマとし
て、奈良文化財研究所平城宮跡資料館講堂
においてシンポジウムを開催した。参加者
は地方公共団体・大学・研究機関関係者等
120名である。14日は、川畑純「平城宮の
6282-6721型式軒瓦」、宮崎正裕氏「平城
京の6282-6721型式軒瓦」、大坪州一郎氏
「南山城地域の6282-6721型式軒瓦」、古閑

正浩氏「河内地域の6282-6721系軒瓦」、
翌15日は、池田征弘氏・中川猛氏「播磨
の6721系軒瓦―いわゆる本町式軒瓦につ
いて―」、佐川正敏氏・藤木海氏「東北地
方の6282-6721系軒瓦」、新田剛氏「伊勢
出土の6719A」、早川和賀子氏「壱岐・豊
前出土の6284型式軒瓦」の研究報告およ
び資料の観察会をおこなった。15日午後
には、清野孝之の司会により総合討議を
おこない、平城宮・京、恭仁宮出土6282-
6721型式の製作技法の特徴と年代観、各
地の6282-6721系の文様・製作技法との比
較検討等について活発な議論が交わされ
た。
なお、今回のシンポジウムの成果は、
2016年度に刊行する予定である。
… （清野…孝之）

科学研究費等

◆木簡など出土文字資料の資源化のための
機能的情報集約と知の結集
代表者・渡辺 晃宏　基盤研究（S）継続
A木簡資料の情報取得の効率化では、
⑴アノテーションツールを削屑約35,000点
の整理に活用し、その機能向上をはかった。
また、活用対象を削屑以外の全木簡に広げ、
従来の写真台紙に代わる情報集約システム
ツールの基本画面案を作成した。⑵引き続
き所内外の木簡画像の蓄積に努めた。
B木簡資料に関する様々な知の結集で
は、⑴画像による文字検索について、ユビ
キタスな字形検索サービスの設計と試作を
おこなった。今後様々なクライアントアプ
リケーションへの実装が期待できる。⑵古
代木簡の文字の標準字体一覧作成のための
基礎作業をおこない、異体字関係を検討し
た。⑶個々の木簡に関する研究文献データ
ベースの枠組を構築し、「木簡研究文献一
覧」として「木簡字典」に搭載して公開す
るとともに、研究分担者の小口雅史氏編
「日本古代史研究文献目録データベース」
（法政大学国際日本学研究所）と「CiNii」
（国立情報学研究所）へのリンクを貼った。
⑷Mokkanshopに搭載している地名検索
について、単独でWeb公開するためのシ
ステム開発をおこない、異表記についても
検索できるよう機能拡張を検討した。

◆マルチチャンネル機器を利用した高速遺
跡探査技術の開発
代表者・金田 明大　基盤研究（A）継続
導入機器について実際の遺跡における試
験的な利用を進めている。
地中レーダー探査および磁気探査では日
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本の遺跡にあわせた計測方法の検討をおこ
なった。日本においては小面積や複雑な形
状の範囲を迅速に計測する必要や、位置決
定手段として代表的なGPSによる計測が
困難な市街地や林の中等での利用を可能と
する手法を考える必要があり、より柔軟に
利用可能な機材を製作し、試験を進めてい
る。
電磁探査機を用いた研究では、近年必要

性が高まっている石垣、横穴墓、窯といっ
た傾斜地における内部の空隙や状況の把握
を目的とした調査手法の開発を目的とし、
機器の選定、導入と薬師寺東塔基壇、岐阜
県大萱古窯跡群等での試験的な計測をおこ
ない、良好な成果を得ることができた。

◆アンコール遺跡群を事例とした考古情報
資源共有化に関する研究
代表者・森本 晋　基盤研究（A）新規
本研究は、カンボジアのアンコール遺跡

群において蓄積されている考古資料の調
査・研究成果を共有するための有効な手段
の開発を目指している。４ヶ年計画の２年
度にあたる2014年度は、国内の研究機関
が所蔵している従来の研究成果である、実
測図や写真等の資料を整理して電子化する
作業を継続しておこなった。また、フラン
スの博物館での資料データベースの実態調
査もおこなっている。電子化資料の標準化
では、用語の調査をおこなって標準用語の
提示の準備を進めている。電子化した写真
にメタデータを付与する研究では、もとも
と得られているメタデータの多寡をどう扱
うのかが課題となっている。

◆中国新石器時代における家畜・家禽の起源
と、東アジアへの拡散の動物考古学的研究
代表者・松井 章　基盤研究（A）新規
弥生時代に日本へ伝播した稲作農耕の起

源地といわれる、中国浙江省の新石器時代
前期河姆渡文化の田螺山遺跡と、新石器時
代後期の良渚遺跡群のひとつ、美人地遺跡
出土の動物骨を、2014年5月に調査した。
美人地遺跡の分析報告は現在、中国語に
翻訳を済ませ印刷中である。2014年9月に
は、アルゼンチンで開催されたICAZ（国
際考古動物会議）にて、「DEVELOPMENT…
OF…ANCIENT…HORSE…CULTURE… IN…
EAST…ASIA」と題するセッションを設
け、成果を公表した。さらに2014年10月
には、田螺山遺跡の環境考古学研究の中間
報告を、共同研究をすすめている浙江省文
物考古研究所にて発表し、今後の調査方針
も含め活発な議論をおこなった。その成果
も現在、原稿をそろえ、翻訳・編集中であ
る。このほか、骨格標本の3次元計測によ

るデータベース化をすすめており、奈良文
化財研究所のホームページ上での公開準備
中である。

◆歴史的文字に関する経験知の共有資源化と
多元的分析のための人文・情報学融合研究
代表者・馬場 基　基盤研究（A）新規
歴史的な文字に関して、研究者個人や研

究グループ、調査研究組織は、様々な経験
知を蓄積している。本研究では、情報学の
技術・手法を導入しつつ、これらの経験知
の研究資源化を進め、研究の深化と発展を
目指す。
具体的には、経験知顕在化のための「気

付きメモ」蓄積や手法の研究、OCR等に
よる歴史的文字の数値的把握の蓄積、歴史
的文字へのメタデータ付与手法の研究等で
ある。
2014年度は、奈良文化財研究所および

東京大学史料編纂所の研究グループを中心
に気付きメモの蓄積（計約300件）をおこ
なった。さらに、研究会を開催し、手法の
確立を目指して議論をおこなった。

◆和同開珎の生産と流通をめぐる総合的研究
代表者・松村 恵司　基盤研究（B）継続
４ヶ年計画の３年目にあたる本年度は、

官道と駅、国府を入れた古代の国郡図に和
同開珎出土遺跡を落とし、全国出土分布図
を完成させた。これにより出土遺跡を古代
の歴史的環境下で分析する条件が整った。
その結果、出土遺跡の多くが七道（駅路）
沿いに分布する傾向が明確になり、歴史地
理学による古代道路（駅路・伝路）の路線
復原や駅家比定の研究成果を取り入れなが
ら分析を進めている。また、当研究所の
「古代地方官衙関係遺跡データベース」と
「古代寺院遺跡データベ―ス」を利用して、
出土遺跡と官衙関連遺跡、寺院との関係の
調査も進めている。さらに「和同開珎出土
遺跡データベース」の公開に向けて、デー
タベースの設計に着手した。

◆中国漢代の木槨・木棺材を用いた年輪年
代学の確立と用材選択の意義
代表者・光谷 拓実　基盤研究（B）継続
2014年度は、江蘇省の儀征博物館と揚

州文物考古研究所、さらに江西省広州にあ
る南越王宮博物館の３か所を訪問し、漢代
の出土木棺、木槨材のなかから年輪解析用
に約50点のサンプルを収集した。各試料
からの年輪データの収集はまだ未計測のも
のもあるが、2013年度、儀征博物館の出
土木材（広葉杉）を用いて作成した約500
年間分の暦年未確定の年輪パターンに対
し、本年度収集した儀征博物館の出土木材

のなかの５点の年輪パターンは照合が成立
し、約500年間の暦年未確定の年輪パター
ンをさらに補強する年輪データとなった。

◆弥生時代における青銅器生産の総合的研究
代表者・難波 洋三　基盤研究（B）継続
2014年度は、京都国立博物館所蔵の北
部九州製武器形祭器を中心とする弥生時代
青銅器13個体のICP分析を実施した。武
器形祭器の精密な元素分析例は銅鐸以上に
少なく、貴重なデータを得ることができ
た。たとえば、大分県浜銅剣２本は2013
年度分析した兵庫県古津路銅剣と同様に錫
濃度が高くヒ素とアンチモンの濃度は低
く、中細形B類銅剣の製作時期が外縁付鈕
１式末の銅鐸よりも古いことがさらに明確
となった。長大なため重量偏析の影響が想
定される広形銅矛６本については鋒と関で
サンプリングをしたが、その影響は明確で
なかった。

◆文化財および美術工芸材料のナノ構造と
物性・機能の解明
代表者・北田 正弘　基盤研究（B）継続
高松塚古墳顔料、紀元頃の銅/鉄複合
斧、油絵具と明治期油絵、日本刀、15世
紀の西洋美術等の微細構造を電子顕微鏡等
で研究した。高松塚古墳顔料では、橿原考
古学研究所所蔵の赤顔料がHgS、緑がマ
ラカイト、青がアズライトであることを確
定し、このほかに顔料下地の白鉛鉱等の存
在、顔料の劣化等をあきらかにした。銅/
鉄斧は鋳鉄上に青銅で溶湯めっきした構造
をあきらかにし、これは防食と色彩付与の
ためと推定した。明治期油絵では、鉛白、
酸化クロム、オーカー、硫酸Ba等からな
るナノ構造、現代油絵具７種のナノ構造を
調べた。

◆東アジアを中心とした名勝地の保護に関
する研究
代表者・平澤 毅　基盤研究（B）継続
本研究は、日本における名勝地保護に関
する知見をふまえ、広く東アジア地域諸国
等の現状を把握し、施策や実践等の比較研
究をおこなうことにより、各国の名勝地保
護の取組等の交流を促進し、名勝地概念と
その実践を共有することを目的とする。
2014年度は、台湾・中国についてヒア
リングおよび現地調査を実施したほか、中
国・韓国・台湾関係専門家を招聘して講演
会「東アジアの文化的景観」および『東ア
ジアの名勝地保護に関する研究座談会』を
開催するとともに、日本をはじめとした名
勝地保護関係資料をまとめた。
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◆歴史と現状からみた庭園の観光資源とし
ての可能性に関する研究―欧州との比較から
代表者・小野 健吉　基盤研究（B）新規
本研究は、観光学の視点で庭園を取り上
げ、わが国における庭園の観光利用の歴史
的過程を考察し、欧州との比較研究をふま
えて日本庭園がもつ観光資源としての可能
性を考究することを目的とする。
2014年度は、歴史調査として、『蔭涼軒
日録』等の庭園関連記事のDB化、『都林
泉名勝図会』の図像解析とともに、栗林公
園を事例として近代における名勝指定によ
る社会的機能付与の在り方について考察し
た。また、海外調査として、英国のスト
ウ、スタッドリー王立公園等の現地調査な
らびに資料収集をおこない、歴史・立地と
アクセス・活用・運営の観点で考察した結
果、ナショナル・トラストによる適切な運
営がそれらの庭園の地域資源ならびに観光
資源としての機能発現に大きく寄与してい
るとの結論を得た。

◆東大寺を中心とする南都の未整理文書聖
教の復原的調査研究
代表者・吉川 聡　基盤研究（B）新規
本研究の主眼は、東大寺に膨大に存在す
る未整理の文書聖教について、基礎的な調
査を進めるとともに、その検討から、伝来
過程や組織の内実等を理解しようとするも
のである。あわせて、南都の寺社等に集積
された文書聖教について、その把握につと
め、伝来状況等をあきらかにすることを意
図している。
初年度である2014年度は、昨年度まで
の科研「南都における廃仏毀釈後の資料動
態に関する調査研究」で調査した分を引き
継ぎ、その続きである、新修東大寺文書聖
教の第78函～第80函の調査を実施した。
東大寺関係の近世文書や、中世経巻等が存
在した。また、中村純一寄贈文書中にある
明治初年の日記の一部を翻刻している。

●アンコール王朝末期の総合的歴史学の構築
代表・杉山 洋　基盤研究（B）新規
本研究は、これまで余り研究の進んでい
なかったアンコール王朝末期からポストア
ンコール期の研究を進め、アンコール王朝
崩壊の謎に迫るとともに、その後の歴史を
考古学や歴史学・建築史学・美術史学等、
多角的な研究によってあきらかにしようと
するものである。
2014年度は、ポストアンコール期の王
都であるロンヴェーク遺跡の調査に関し
て、文化芸術省との調整をおこなうととも
に、現地で予備調査をおこなった。西トッ
プ遺跡では、南祠堂解体にともなう周辺調

査をおこなうとともに、遺跡周辺における
仏教テラスの調査をおこなった。

◆「鎖国」下の日本における清朝陶磁の需
要と影響
代表者・尾野 善裕　基盤研究（C）継続
本研究は、教科書的な「鎖国」史観の影

響下に、これまで注目されていなかった清
時代の中国陶磁の日本輸入の実態をあきら
かにしようとするものである。最終年度に
あたる2015年度には、補足調査として国
内旧家伝来品の調査を重点的に実施すると
ともに、中間成果報告として位置づけてい
た『魅惑の清朝陶磁』展を、共催新聞社の
協力を得て、奥田元宋・小由女美術館（広
島県）、パラミタミュージアム（三重県）
の２館に巡回させた。また、調査・研究内
容の一部を日本陶磁協会刊行の『陶説』に
寄稿し、成果の公表に努めた。

◆古代東アジアにおける土木技術系譜の復
元的研究
代表者・青木 敬　基盤研究（C）継続
2014年度は３年目となり、2014年12月

に韓国における古代土木技術の発掘例の探
索と関係書籍の収集、調査関係者への意見
交換を目的とした韓国での資料調査を実施
し、韓国での資料収集をほぼ終えた。国内
における都城や古代官衙についての検討結
果は、『古代官衙』（考古調査ハンドブッ
ク11、ニューサイエンス社）にまとめた。
このほか、寺院基壇構築技術については
2014年12月に帝塚山大学市民大学講座に
て発表し、古墳でも沖積地における墳丘構
築技術について新知見を得たので、同月実
施の第３回城の山古墳シンポジウム（胎内
市）にて「城の山古墳の墳丘構造」と題し
て発表した。

◆中世日本と東アジアの木造建築における
架構システムに関する比較研究
代表者・鈴木 智大　基盤研究（C）継続
本研究は、木造建築の架構システムに着

目し、日本・中国・韓国の比較をおこなう
ことで、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する試みであ
る。
４ケ年計画の３年目となる2014年度は、

前年度に引き続き当該期の中国における
建築の変革と日本の比較をおこない、「法
隆寺慶長修理の繋貫と中国建築の穿挿枋」
（日本建築学会大会学術講演、2015年予定）
として、論考をまとめた。また中国北京
市・天津市・河北省・山西省、韓国慶州市
において、建築遺構の現地調査をおこなっ
た。

◆東アジアにおける鉛釉陶器の原料とその
時間的・地域的特徴に関する研究
代表者・降幡 順子　基盤研究（C）継続
本研究は、鉛釉の原材料の変遷、さらに
時代とともに変化する製品構成との関連と
生産技術を究明することを目的とする。今
年度は９世紀前半から10世紀後半の沿海
州地方から出土した鉛釉陶器の特徴をまと
めた。鉛原料は複数地域のものが検出さ
れ、胎土の化学組成の特徴とも対応してい
ることが判明した。さらに、国内の生産地
遺跡出土資料等における、化学的特徴およ
び製作技法に関する知見を得るための調査
を実施し、平安時代中期以降に比定される
鉛ケイ酸資料について比較データの収集を
おこなった。

◆平安時代出土文字資料の動態的歴史分析
―〈荷札の終焉〉にみえる木簡の機能
代表者・山本 崇　基盤研究（C）継続
本申請研究は、平安時代木簡の性格と機

能を律令制の変質過程のなかで合理的に説
明することを課題としている。2014年度に
は、兵庫県、埼玉県、静岡県、鳥取県、熊
本県等の平安時代出土木簡・墨書土器の
熟覧調査と写真撮影を継続した。このほ
か、全国出土の平安時代木簡2699点の情
報、古代因幡伯耆関係木簡を集成し公表し、
『全国木簡出土遺跡・報告書綜覧2014』（私
家版）を編集した。

◆ツガ年輪による近世以降の建造物の年代
測定および用材産地推定手法の確立
代表者・藤井 裕之　基盤研究（C）継続
懸案であった古材と現生材のパターン接
続は、ツガ単体では2014年度も未達成に
終わった。しかし、大阪市住吉区大海神社
西門のヒノキ材を調査した結果、ヒノキの
暦年標準パターンと高知城のツガ現用木部
材（2013年度発表）の双方に同調するパ
ターンが得られ、これにより、2008年の
當麻寺大師堂における成果にもとづいて、
ツガ古材パターンに暫定的に付与してきた
年代が再現した。また、本州から北海道に
いたる地域で調査を継続し、北海道江差町
旧中村家住宅（明治20年代）では、ツガ
材の産地研究に関わる知見を得た。以上の
成果は、2015年7月開催の日本文化財科学
会第32回大会で発表する予定である。

◆中国由来の木彫像の用材観
代表者・伊東 隆夫　基盤研究（C）新規
2014年度は神像彫刻の調査を中心に研
究を進めた。中国の湖南省一体に広まって
いた多数の神像彫刻（deity…statue）がア
メリカのミルウォーキーにあるアンティー
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ク店に保管されており、アメリカの研究者
の紹介で2013年度に訪問し、約300体の神
像から樹種同定用の試料の提供を受け、樹
種同定をおこなってきた。その一方で、神
像体内から発見された銘文（inscription）
の中国語による解読および英文への翻訳を
中国人研究者の協力により進めてきた。

◆「復元学」構築のための基礎的研究
代表者・海野 聡　挑戦的萌芽研究　新規
2014年度は、復元学の構築に向けて、

年度前半には大内裏図考証の輪読研究会を
開催した。後半には考証学と復元学の関係
をあきらかにするため、復元に関する歴史
を整理し、復元の対象を検討した。
また建築史の世界では、復元に通じる

テーマとして、ジブリの立体建造物展とい
う展覧会が開かれたことが注目される。過
去に存在しない、物語等の創作物が復元の
対象となるかという点を研究会で議論して
おり、この展覧会に対する検討により、復
元との差別化をはかることができた。

◆東北アジアにおける金属器の拡散と在地
社会の変化に関する考古学的研究
代表者・庄田 慎矢　若手研究（A）継続
本研究は、近年暦年代の根本的な見直し

が進む東北アジアにおける金属器拡散のシ
ナリオを再構成し、同地域における金属器
受容の特性を人類史的に位置付けようとす
るものである。最終年度となる2014年度
は、これまでにおこなってきた石製の武
器・装身具についての議論をまとめるとと
もに、この時期に生業の中で重要な位置を
占めていたイネの栽培形態について、従来
の説で想定されていたような焼畑による
栽培ではなく、当初から水田で栽培され
ていた蓋然性が高いことを炭素・窒素安
定同位体分析を用いて議論し、日本文化
財科学会およびInternational…Symposium…
on…Biomolecular…Archaeology…（Basel,…
Switzerland）にて発表した。

◆19世紀の東西文化交流でもたらされた
染色・絵画材料のナノ構造解明
代表者・杉岡 奈穂子　若手研究（A）継続
本研究は、主に透過電子顕微鏡等の先端

的分析手法を用いて、染色・絵画材料の微
細構造から東西文化交流の発展をあきらか
にすることを目的として研究を進めてい
る。19世紀初頭に新しい青色として流行
したプルシアンブルーで染色されている
ヨーロッパ更紗の染色剤の微細構造の観察
をおこなったが、プルシアンブルーは熱に
弱い色材で、試料作製方法に検討を要し
た。研磨条件を種々検討した結果、繊維内

に分布した析出物を捉えることができた。
この結果を、変色や繊維の強度低下を引き
起こすとされているFeの挙動の解明につ
なげる。

◆東アジアにおける「西のガラス」の流通か
らみた古代の物流に関する考古科学的研究
代表者・田村 朋美　若手研究（A）継続
本研究は、化学分析を通して、日本列島

で出土する「西のガラス」の生産地を推定
し、ユーラシア大陸の東西を結ぶ交易ルー
トの解明と、その時期変遷をあきらかにす
ることを目的とする。本年度は、安造田東
３号墳（香川県まんのう町）出土のモザイ
クガラス玉について、各種の自然科学的手
法を用いた材質・構造調査を実施した。そ
の結果、製作技法、基礎ガラスの種類、着
色技法のいずれも西方地域のガラスと関係
が強いことがあきらかとなった。とくに、
基礎ガラスの材質がササン系の植物灰ガラ
スであったことから、西アジアが本資料の
生産地の第一候補であると考えている。

◆古代東アジアにおける建築技術の重層性
と日本建築の特質
代表者・海野 聡　若手研究（A）新規
東アジアにおける古代建築の関連性をあ

きらかにし、日本建築の特質を検討する研
究の初年度にあたる。
2014年度は韓国の資料収集および現存

遺構の調査を中心におこなった。なかで
も、日本の倉庫建築にみられる妻梁に着目
し、日本と韓国の建築構造に関する比較を
おこなった。また、研究の中軸となる日本
の古代における建造物の維持管理に関する
法律を整理し、その成果を日本建築学会計
画系論文集にて公表した。

◆三次元計測による飛鳥時代の石工技術の
復元的研究
代表者・廣瀬 覚　若手研究（B）継続
本研究は、三次元計測の手法を用いて、

飛鳥時代の石材加工に関するデータを収集
し、当該期の石工技術を詳細かつ体系的に
復元することを目的とする。最終年度とな
る2014年度は、羽曳野市野中寺所在のヒ
チンジョ池西古墳石槨のデータの補足処理
と図面作成をおこなった。また、明日香村
牽牛子塚古墳石槨の寺山石製外周石材、お
よび飛鳥寺出土不明竜山石製品の観察と三
次元レーザー計測を実施した。さらに、こ
れまでに収集した飛鳥時代の石工技術に関
する三次元データを整理し、画像作成の補
足をおこなった上で、研究成果報告書を編
集・刊行し、過去４年間の検討成果を総括
した。

◆南洋群島の戦争遺跡の保存と活用：特に
水中文化遺産に重点をおいて
代表者・石村 智　若手研究（B）継続
本研究の目的は、日本が国際連盟委任統
治領として1922年から1945年にかけて統
治した南洋群島（現在のミクロネシア地
域）に残る、日本統治時代の遺構および第
二次世界大戦に関連する戦争遺跡を調査
し、その実態を解明することである。特に
同地域に多数存在する沈没艦船等の水中文
化遺産の把握に重点をおく。
最終年度である2014年度には、パラオ
の沈没艦船について追加的な水中調査をお
こない、研究をまとめる作業をおこなっ
た。その成果は林田憲三編著『水中文化遺
産論集（仮題）』として2015年に出版予定
である。

◆弥生時代の地域間関係と青銅器の受容
代表者・石橋 茂登　若手研究（B）継続
本研究は弥生時代の青銅器を主な分析対
象として、遺物の移動を通じて青銅製祭器
の受容の実態をあきらかにすることを目的
とする研究である。
本年度は引き続き資料整理と現地調査等
をおこない、岡山県、山口県、福井県、米
国で資料調査を実施した。集落出土銅鐸の
出土地について整理考察した。また明治時
代のH=S=マンローの論文掲載図の銅鐸に
ついて検討した。成果は論文として発表す
る予定である。

◆甲冑編年の再構築に基づくモノの履歴と
扱いの研究
代表者・川畑 純　若手研究（B）継続
本研究の目的は、古墳時代の甲冑編年を
型式学的な分析視点から再構築し製作順序
を仮定することで、資料の製作順序と一括
資料中における扱いとの間に関連があるの
かどうかをあきらかにすることである。
本年度の作業により、鋲留短甲の生産過
程において明確な系統分化がみられるこ
と、またその系統差は各地域の古墳群単位
においてある程度まとまった集積をみせる
ことがあきらかとなった。これにより、上
記の視点から甲冑製作と授受の様相につい
て理解するための背景があきらかになった
といえ、最終年度に向けた分析の基礎が完
成した。

◆装飾古墳を安定に保存するための環境制
御法の開発に関する研究
代表者・脇谷 草一郎　若手研究（B）継続
本研究は、墳丘の被覆条件が石室内の結
露性状におよぼす影響について検討するも
のである。互いに近接する３基の装飾古墳

45

1 調査と研究



を対象として、2014年度は各古墳の結露
性状に着目した石室内温熱環境調査と、局
所的な外界気象条件の実測調査を継続して
実施した。2015年度は、墳丘の被覆条件
として表面の植生と封土の土量に着目し、
これらが石室内の結露発生頻度、発生箇所
におよぼす影響について検討する。また、
被覆条件を考慮した解析モデルを構築し、
現状で結露が発生する要因の抽出と、それ
らを抑制する手法について検討する。

◆古代東アジアにおける食器構成と食事作
法の変化に関する比較研究
代表者・小田 裕樹　若手研究（B）継続
本研究は、飛鳥時代後半から奈良時代に
みられる「律令的土器様式」の成立・展開
とその歴史的背景について、東アジア諸国
における食器構成と食事作法の変化との比
較という観点からあきらかにすることを目
的とする。
研究２年目にあたる2014年度は、国内
を中心に都城・官衙遺跡出土の土器や箸の
実見調査をおこなった。研究成果の一部に
ついては都城出土箸に着目した論文を執筆
し、市民講座において「飛鳥時代の土器と
東アジア」、「古代宮都と舶来品」と題する
講演をおこなった。

◆古代日本の宮都、寺院出土磚の基礎的研究
代表者・中川 二美　若手研究（B）継続
本研究の目的は、磚の生産導入過程をあ
きらかにし、古代社会の手工業生産体制の
一端を解明することである。
2014年度は、宮都のほかに寺院出土の
磚の集成もおこなった。集成した磚を所蔵
先にて調査し、資料に残された加工等の痕
跡から積む、敷く等の使用方法の復原をお
こなった。この成果をもとに、寺院の建物
基壇の外装に積み上げて使用された磚の分
類、および磚積の基壇外装の形態について
も考察をおこない論考にまとめた。また、
施釉磚の調査もおこない、特に法華寺旧境
内出土磚の使用方法について紀要2015に
まとめた。

◆大工道具とその加工痕跡から見た建築技
術史の研究
代表者・番 光　若手研究（B）新規
本研究は、大工道具の伝世品資料および
建築部材に残された加工痕跡から、近世以
前の木造建築および部材加工技術の特質に
ついてあきらかにしようとするものであ
る。
2014年度は大工道具の伝世品資料の調
査を中心に進めた。近世末の家大工が使用
する大工道具一式である竹中大工道具館所

蔵西浦家大工道具について全資料109点の
実測調査をおこなった。また、近代の資料
ではあるが神奈川県立歴史博物館所蔵前場
家大工道具についても調査をおこない、近
世と近代の家大工が使用する大工道具一式
の比較検討をおこなった。

◆重要文化的景観の評価方法と保護手法に
おける現状と課題
代表者・惠谷 浩子　若手研究（B）継続
2014年度は、昨年度に引き続き各調査

報告書・保存計画書を入手して情報収集と
整理をおこなった。また、長崎市や平戸
市、長浜市、四万十市等での現地詳細調査
を実施するとともに、重要文化的景観の類
型化や、調査と価値評価、評価と保存計画
の整合性について検討した。

◆近世庭園の様式と地域性に関する基礎的
研究：重森編年への検証として
代表者・高橋 知奈津　若手研究（B）新規
本研究は、安土桃山時代から江戸時代の

寺院や邸宅の庭園を対象に、その構成要素
や様式的特徴について詳細に整理・分析す
ることにより、先行の様式編年研究を検証
することを目的とする。庭園は樹木等の成
長や人為的な改修等により、常に変化しな
がら継承される点で、精細な様式編年が難
しく、先行の編年研究への検証がこれまで
進められてこなかった。本研究では、現存
事例が多く、規模的にも全体が把握しやす
い近世のいわゆる「書院造庭園」につい
て、築造年代の絞り込みを可能とする様式
編年の構築を目指す。
2014年度は、先行の編年研究とその対

象となった事例の整理・分析を進めつつ、
一部実地調査をおこなった。

◆古代東北アジアにおける金工品の生産・
流通構造にかんする考古学的研究
代表者・諫早 直人　若手研究（B）新規
本研究は５・６世紀を中心に東北アジア

各地の金工品について調査をおこない、各
地の生産体制を復元するとともに、それら
を相互に比較することで古代東アジア世界
における金工品の生産と流通の実態をあき
らかにすることを目的とする。
初年度は継続して調査をおこなってきた

月岡古墳出土品に関する研究成果を査読紙
に投稿し、初期金銅製品の生産体制に対し
て一定の見通しを示すことができた。また
日本最古の舎利荘厳具でありながら、その
全貌があきらかでない飛鳥寺塔心礎出土品
について、本格的な整理に着手した。

◆七世紀土器編年からみた古代宮都の変遷
に関する考古学的研究
代表者・若杉 智宏　若手研究（B）新規
本研究は、飛鳥地域出土の土器と難波地
域出土の土器の比較から、７世紀半ば以降
の宮都の変遷過程を再検討することを目的
とする。
研究の第一として、７世紀の実年代観確
定のため、飛鳥編年の基準資料である坂田
寺池SG100出土土器の全容報告をおこな
う。
研究初年度にあたる2014年度は、坂田
寺池SG100出土資料の再整理作業（接合、
個体識別、実測等）を進めた。また、７世
紀代の飛鳥地域および難波地域出土土器の
集成作業をおこなった。

◆九州旧石器編年の再構築と集団関係の研
究―中九州石器群の再検討
代表者・芝 康次郎　若手研究（B）新規
九州の旧石器時代編年は、その南北で異

なる。この違いは、両地域の土層堆積に起
因するものだが、これを、両地域の間にあ
る中九州の石器群を詳細に検討することで
解消しようとするのが、本研究である。
１年目である本年は、中九州のとくに
AT下位の石器群の資料集成をおこない、
石器を実見した。また、これらの石器群で
利用頻度の高い西北九州黒曜石原産地の踏
査を実施した。これらの成果の一部は、九
州考古学会等で口頭発表、誌上発表した。
また次年度以降に計画している阿蘇外輪山
西麓での発掘調査の打ち合わせをおこな
い、準備を進めた。

◆古代都城造営における造瓦体制の復元的
研究
代表者・石田 由紀子　若手研究（B）新規
本研究は、瓦を通して古代都城造営にお
ける物資の生産・供給に関するシステムの
一端を解明するものである。都城の造瓦を
担った瓦窯の基礎データを収集・分析し、
それらと都城出土瓦をと比較し生産地を特
定することで、より精緻な都城の瓦生産・
供給システムの解明を目指す。初年度は、
主に中山瓦窯、歌姫西瓦窯等の平城宮所用
瓦窯の、製作技法や胎土等に着目し、基礎
データを収集した。同じ瓦窯であっても製
作技法にはバリエーションがあることが判
明しており、都城出土瓦との比較に向けて
それらを把握することに重点を置いた。

◆荘厳化を目的とした建築装飾に関する研究
代表者・大林 潤　若手研究（B）新規
本研究は、寺院建築を中心とした宗教建
築における荘厳化を目的とした装飾につい
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て建築装飾の技法・年代・地域ごとの体系
化をめざし、その建物の使用方法や建築群
内での位置づけ等を基準とした荘厳化の内
容を解明することを目的とする。2014年
度は、奈良県下の文化財建造物の保存修理
工事報告書を中心に、装飾に関わる資料を
抽出し整理するための準備作業をおこなっ
た。（10月より産休のため中断中）

◆古代における食生活の復元に関する環境
考古学的研究
代表者・山崎 健　若手研究（B）新規
本研究の目的は、遺跡から出土した食料

残滓から、古代における食生活をあきらか
にすることである。初年度にあたる2014
年度は、古代の遺跡から出土した動物遺存
体を集成するとともに、事例研究として御
食国である若狭国を検討した。若狭の製塩
遺跡として著名な浜禰遺跡の動物利用を再
検討して、①土器製塩が盛期を迎えるにつ
れて採貝活動が低調化したこと、②５世紀
後葉～６世紀前葉に浜禰遺跡から供給され
た魚介類の多くは、荷札木簡や延喜式の品
目と共通していたこと等を指摘した。こう
した成果の一部は、福井県美浜町での講演
や「若狭の漁撈と製塩」と題した論文で公
表した。

◆中近世における標準年輪曲線の広域ネッ
トワーク整備による木材産地推定
代表者・星野 安治　若手研究（B）新規
本研究では、木材移送が盛んになった中

近世を中心とした過去約1000年間につい
て、これまで構築した標準年輪曲線ネット
ワークを、その空白域である近畿以西の西
日本にも拡張する。そして、標準年輪曲線
ネットワークの地域区分を日本の全域につ
いてあきらかにし、年輪年代学的手法によ
る木材産地推定を、わが国で応用すること
を目的とする。
研究初年度である2014年度は、試料探

索を中心におこなった。広島、岡山、鳥取
等の埋蔵文化財収蔵施設、および建造物修
理現場を探索し、本研究に有用と考えられ
る木材試料を多数、見出すことができた。
その内の一部は、高解像年輪画像を撮影
し、年輪計測を開始している。

◆近世における石材生産と運搬に関する広
領域史的情報の資源化と実証的研究
代表者・高田 祐一　研究活動スタート支
援　継続
本研究の目的は、文献史料・考古資料を

含めた史的情報を資源化し、有効な活用方
法を模索することである。実証的研究とし
て近世における石材生産の実態解明をテー

マとしている。
2014年度は、香川県小豆島の「大坂城

石垣石切丁場跡」にて採石痕跡の実地調査
を実施した。採石痕跡の「矢穴」をシリコ
ンにて型取りし三次元計測を実施した。そ
の結果、作業者によって技術のバラツキが
みられること、１つの石材を切出すために
複数人で労働集約的に作業を進めているこ
とが判明した。文献史料ではあきらかにで
きない末端の作業景観を復元できた。

◆東アジア都城出土瓦の考古学的研究
代表・中村 亜希子　特別研究員奨励費　
継続
2014年度は、東京大学考古学研究室が

保管する渤海上京遺跡出土瓦の三次元計測
データの分析を主におこなった。2013年
度までに計測した300余点の中には同范と
認定できる資料が多数存在しており、その
范傷の進行程度と出土遺構に関連性がある
ことが判明した。
さらに、瓦をはじめとする渤海三彩陶製

品の検討もおこなった。渤海遺跡から出土
する三彩陶製品は渤海国産であるか唐から
の搬入品であるかという点で議論が続いて
きたが、本研究では化学分析結果をふまえ
て、８世紀半ば以降渤海三彩の内容・産
地・出土状況に変化が生じたことをあきら
かにした。

学会・研究会等の活動

◆文化財写真技術研究会
2014年７月４～５日に第５回（通算26

回）の文化財写真技術研究会の総会と研究
集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。（参加者延べ161名）
プログラムは下記のとおり。
１日目：総会・研究会Ⅰ　改めて学ぶ写

真撮影～文化財写真黎明期の撮影と保存～
講演「入江泰吉記念奈良市写真美術館に

おける写真保存の現状」（兼古健悟氏；奈
良市写真美術館）
２日目：発表「光ディスクメディアの長

期保存対策について」（酒井健男氏；（株）
アルメディオ）、報告「埋蔵文化財写真撮
影の標準仕様について」（栗山ほか）
研究会Ⅱ　改めて学ぶ写真撮影～ライ

ティングからRAW現像処理～
発表「デジタル撮影におけるライティン

グの基礎」（玉内公一氏；テクニカルアド
バイザー）、発表「RAW現像データの現
像調整処理の実際」（会員有志）
今回はデジタルシフトが進む文化財写真

について、「改めて学ぶ写真撮影」をテー

マに研究集会を開催するとともに、会誌
『文化財写真研究』VOL.5を刊行した。研
究集会では、撮影技術の根幹にあたるライ
ティングや写真画像の高品質化に欠かせな
いRAW現像処理の実演発表をおこない、
デジタル撮影技術に対する理解を深めた。
… （栗山…雅夫）

◆日本遺跡学会
2014年11月29・30日に、東京の品川

区立品川歴史館において、2014年度総会
および大会を開催した。今回の大会では、
「遺跡は何を伝えられるか　―貝塚からの
情報―」をテーマとした。
初日は、田辺征夫学会長および西田健彦
大会実行委員長の開会挨拶の後、禰冝田佳
男氏（文化庁記念物課埋蔵文化財部門主任
文化財調査官）の基調講演１「震災復興と
埋蔵文化財調査―発掘調査と地域づくり・
ひとづくり」および岡村道雄氏（奥松島
縄文村歴史資料館名誉館長）の基調講演
２「貝塚から学ぶ現代生活―貝塚の重要性
―」のほか、菅原弘樹氏（奥松島縄文村資
料館）「貝塚に残された災害の痕跡―里浜
貝塚と室浜貝塚の調査―」、村田六郎太氏
（元・千葉市立加曽利貝塚博物館）「史跡加
曽利貝塚」の２つの事例報告があった。
２日目は、大森貝塚遺跡庭園の現地見学
の後、中野光将氏（品川区立品川歴史館）
「大森貝塚」、中島広顕氏（北区飛鳥山博物
館）「中里貝塚」の２つの事例報告を受け、
禰冝田氏の進行の下に「現代生活と貝塚」
を主題とした討論をおこなった。
刊行事業としては、日本遺跡学会設立
10周年記念事業の一環として『遺跡学の
宇宙―戦後黎明期を築いた十三人の記録』
を出版したほか、学会誌『遺跡学研究』第
11号（特集１：北方の文化と遺跡、特集
２：遺跡とデザイン）を発行した。
… （前川…歩）

◆木簡学会研究集会
2014年12月６・７日、第36木簡学会総
会・研究集会を、平城宮跡資料館講堂・小
講堂において開催した（参加者150名）。
６日は、髙妻洋成氏「木簡など有機遺物
の保存環境」で過去と未来の木簡保存に関
する最新研究成果を学び、山本崇氏「2014
年全国出土の木簡」で全国出土木簡を概観
し、加賀見省一氏・前岡孝彰氏（但馬国
府・国分寺館）「但馬国分寺跡第５次調査
と出土木簡」で77年出土の同木簡に関す
る最新研究成果をご報告いただいた。
７日は、石神裕之氏（京都造形芸術大
学）「江戸・東京の木簡データベース構築
に向けた課題―出土木製品の種類・形態・
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材質を通して―」と鐘江宏之氏「江戸・東
京の木簡研究の現状と課題」で近世・近代
木簡研究を展望し、小檜山一良氏（（公財）
京都市埋蔵文化財研究所）「平安京跡左京
九条三坊十町（施薬院跡）の発掘調査と出
土木簡」で最新の出土情報をご紹介いただ
いた。
なお、会誌『木簡研究』第36号を編集・
刊行した（編集担当：渡辺晃宏）。
… （渡辺…晃宏）

◆条里制・古代都市研究会
第31回条里制・古代都市研究会大会は、

2015年３月７・８日に平城宮跡資料館講
堂で開催された。今回は、「条里地割の形
成」をテーマとし、７日は京嶋覚「長原遺
跡の水田遺構からみた丹比郡北部の条里地
割」、鈴木悦之「曲金北遺跡と静清平野の
条里地割」、服部一隆「班田収授法と条里
地割の形成」、木本雅康「歴史地理学から
みた西海道北部における条里地割の形成―
古代官道との関係を主にして―」の各発表
後、活発な質疑・討論が交わされた。８日
は、調査レポートとして鈴木智大・神野
恵・小田裕樹「平城宮佐伯門前の発掘調査
―一条南大路関連遺構とその造営における
土木技術―」、南孝雄・丸山真史「平安京
左京四条一坊四町跡の調査―藤原為隆の坊
城堂跡―」、柏田有香「平安京北郊・京都
市植物園北遺跡の古代の様相」、信里芳紀
「讃岐国府跡の発掘調査」、菅波正人「福岡
市鴻臚館跡の調査」の各報告後、質疑応答
があった。いずれも最新の調査成果や研究
成果を反映させた報告で、大変有意義な大
会となった。… （青木…敬）

国が実施する事業等に
ついての調査・協力

●平城宮・京跡の整備
2013年度に引きつづき、国土交通省や
文化庁による各種事業に対して、調査研
究・協力・専門的見地からの助言をおこ
なった。
平城宮跡内では、国土交通省が計画した
第一次大極殿院復原建物の木材保管等をお
こなう工事ヤード造成にともなう事前の発
掘調査をおこなった（第542次；『奈文研
紀要2015』参照）。場所は遺構展示館の北
東方である。そのほか第一次大極殿院回廊
の基壇復原整備工事、復原事業情報館建設
等、平城宮跡内における整備工事にともな
う立会調査に対応した。
一方、文化庁が計画した平城宮跡内にお
ける高圧埋設配電の改修、および東院庭園

池水濾過設備の改修工事にともなう立会調
査に対応した。
2010年度から進めている第一次大極殿

院の復原における大きな課題の一つに、鴟
尾の問題があった。とりわけ回廊隅に想定
できる双頭の鴟尾について、そもそも鴟尾
を用いるのかどうか、という点を含め、所
外の有識者を招いて３度の検討会を開催し
た。回廊隅の鴟尾は山田寺で双頭単尾の鴟
尾の出土例があったが、年中行事絵巻には
平安宮の回廊に双頭双尾の鴟尾が描かれて
おり、鴟尾を用いるのであれば、どういっ
た形態にするかも議論を重ねた。その過程
で回廊隅の鴟尾について五分の一の模型を
いくつか製作し、検討を重ねた結果、双頭
双尾の鴟尾を用いることとした。詳細は
『奈文研紀要2015』を参照されたい。
このほか、所内の大極殿院復原検討会を

３回開催し、細部の検討を重ねた。これら
の検討成果を文化庁が開催する復原検討委
員会に2014年度は２回諮り、ほぼ認めら
れた。
復原案がほぼ固まったことを受けて、国

土交通省・文化庁とともに、「平城宮跡第
一次大極殿院の復原整備」と題した特別講
演会を、2015年２月８日に開催した。こ
こでは、全３題の講演のうち、奈文研職員
は、小野健吉「平城宮跡の整備と第一次大
極殿」、箱崎和久「奈良時代の第一次大極
殿院の姿」を発表した。… （箱崎…和久）

第一次大極殿院瓦検討会
（2014年５月16日開催）

●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、クリーニング等の作業が実施されてい
る。壁画の保存修復においては、石材、漆
喰および彩色材料等に対する調査をおこな
い、その材料、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。
2014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、可視分
光分析による東壁男子群像ならびに西壁男
子群像の色料の調査をおこなった。その結
果、東壁男子像の４人の唇からは、全て水
銀朱（鉱物名：辰砂）の特徴を持つ可視反

射スペクトルが得られた。なお、この結果
は過去におこなった蛍光X線分析で水銀
が検出されていることとも整合している。
また、漆喰の状態を調査するため、東壁
１および東壁３に対してテラヘルツ波イ
メージングをおこなった。その結果、漆喰
が渦紋状を呈している部分については、テ
ラヘルツ波の反射信号が大きいことから、
非常に硬くなっている部分が存在している
ことがあきらかとなった。THz-TDS法に
より漆喰が浮いている部分を平面的に検出
することができた。
経年変化の記録撮影として、東壁３石、
西壁３石、天井石４石ならびに北壁に対し
て可視光と赤外光によるデジタルアーカイ
ブスキャニングを実施し、800dpiの高精
細画像を取得した。新たに開発した紫外光
によるスキャニング技術を用いて、文化財
資料への試験スキャニングを実施し、安全
性および解像度の検証をおこない、得られ
た画像の有用性を確認することができた。
今後は、古墳壁画の調査において、紫外線
スキャニングの実現に向けて大きく前進し
たものということができよう。
また、古墳壁画に用いられている色料の
分析精度を上げるため、壁画専用のX線回
折装置の開発に着手した。… （高妻…洋成）

高松塚古墳壁画の材料調査

●キトラ古墳に関する調査研究
キトラ古墳関係の事業では、墳丘整備の
調査と、保存科学調査を実施した。
墳丘整備においては、2014年４～７月
に実施されたキトラ古墳仮設保護覆屋の解
体作業に際し、立会調査をおこなった。立
会調査では、遺構へ影響がおよばないよう
作業内容に注意を払い、必要に応じ、作業
方法の変更等を指示した。2014年７月末、
解体工事は遺構に損傷等を与えることな
く、無事終了した。
2014年７月の仮設保護覆屋の解体作業
終了を受け、2014年８月に墳丘下方（南
側）部分を中心に３次元レーザー測量を実
施した。これにより、墳丘整備前の形状や
地形の精密なデジタルデータを得ることが
できた。
また、2014年12月に実施されたキトラ
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古墳南～西部斜面の竹林等伐採・抜根作業
において、立会調査をおこなった。作業地
には顕著な遺構は存在せず、作業は無事終
了した。
2014年12月の墳丘南～西部斜面の竹林

等伐採作業の終了を受け、2014年12月末
に斜面部の３次元レーザー測量を実施し
た。これにより、墳丘整備前の周辺地形に
つき、精密なデジタルデータを得ることが
できた。
保存科学調査では、2004年度の発掘調

査により出土した遺物のうち、特に報告書
未掲載の骨小破片について約８箱分のク
リーニング、樹脂による仮強化処置、仮保
管ケースの作成をおこなった。また出土遺
物の点検作業および収蔵庫の温湿度モニタ
リング、調湿剤等の交換作業を継続してお
こなっている。
さらに、墓道部の埋戻し前に実施した版

築層の土層転写資料から、各層の土壌資料
を採取し、粒度分布調査をおこなうととも
に、土層転写資料のパネル作成をおこな
い、縦置き展示時には東西面と南北面が垂
直に展示できるようにした。…（玉田…芳英）

キトラ古墳墳丘整備にむけた覆屋の解体

発掘調査現地説明会・見学会

◆平成26年11月８日（土）
飛鳥藤原第182次（藤原宮大極殿院）
発掘調査現地説明会
　都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）
… 主任研究員　森川…実
　参加者794人　　調査面積1,450㎡

◆平成26年12月14日（日）
飛鳥藤原第183次（藤原宮東方官衙）
発掘調査現地見学会
　都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）
… 研究員　森先…一貴
　参加者622人　　調査面積973㎡

◆平成27年２月28日（土）
国宝・薬師寺東塔保存修理事業にともな

う発掘調査現場見学会（奈良県立橿原考古
学研究所と合同）

　都城発掘調査部（平城地区）
… 主任研究員　青木…敬
　参加者1,599人　　調査面積314.16㎡

飛鳥藤原第182次　現地説明会
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文化財担当者研修と指導

文化財の保存・活用を推進し、国民に対するサー
ビスの向上をはかるため、地方公共団体等の文化財担
当職員の資質向上を目的とする研修を実施している。
2014年度は、専門研修15課程を実施した（2014年度文
化財担当者研修課程の一覧参照）。研修の多くは、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修が好評であった。
研修総日数82日、研修生総数171名であった。
各部・センターでは、要請に従って地方公共団体や関

係機関が実施する発掘調査、出土遺物の保存処理、遺構
の保存、遺構整備等に関して、指導および助言等の協力
をおこなっている。2014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、地方公共団体、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、動物依存体分析、年輪年代測定等の共同研
究や受託研究も進めている。

京都大学（大学院）との連携教育

京都大学大学院人間・環境学研究科共生文明学専攻
文化・地域環境論講座文化遺産学分野の客員教員とし
て玉田芳英（歴史考古学）、小野健吉（庭園史学、文化
的景観学）、馬場基（史料学）、山崎健（環境考古学）、
高妻洋成（保存科学）の５名がそれぞれの講義、演習

および実習をおこなうとともに、文化遺産学分野を専攻
する院生に対して必要に応じて奈良文化財研究所にお
いて研究指導をおこなった。
2014年度には、修士課程1名、博士後期課程4名に加

え、京都大学大学院総合生存学館（思修館）総合生存
学専修博士一貫課程の2年次学生を研究生として受け入
れ、研究指導をおこなった。

奈良女子大学（大学院）との連携教育

奈良女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻
文化史論講座の客員教授として、杉山洋（歴史考古学
特論）・小池伸彦（文化財学の諸問題）・渡辺晃宏（歴史
資料論）が担当し、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

等の遺跡や、そこから出土した坩堝や羽口、金属製品、
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
良文化財研究所ならではの特色ある教育を実践した。

奈良大学への教育協力

昨年度に引き続き「文化財修景学」（担当：文化遺産
部遺跡整備研究室）に出講した。遺跡等の保護と整備
に関する制度・歴史・理念・手法等について、体系的
に講義をおこなった。

（青森）… 三内丸山遺跡　縄文遺跡群
（岩手）… 御所野遺跡　志波城跡
（宮城）… 多賀城跡
（福島）… 宮畑遺跡　宮脇廃寺跡
（茨城）… 水戸市史跡
（群馬）… 上野国分寺跡　金井東裏遺跡　上野国

佐位郡正倉跡
（新潟）… 吹上・釜蓋遺跡
（石川）… 金沢城　旧松波城庭園　真脇遺跡
（岐阜）… 正家廃寺跡　大萱古窯跡群　郡上市伝

統的建造物群
（静岡）… 新居関跡　遠江国分寺跡
（愛知）… 東之宮古墳　名古屋城跡　島原藩主深

溝松平家墓所
（三重）… 伊勢国分寺跡　斎宮跡　長谷川家
（滋賀）… 敏満寺石仏谷墓跡　日吉神社境内　紫

香楽宮跡　胡宮神社社務所庭園

（京都）… 城陽市史跡　元離宮二条城　宇治川太
閤堤跡

（大阪）… 百済寺跡　新堂廃寺等　鳥坂寺跡　旧
西尾家住宅　観心寺境内　和泉黄金塚
古墳　日根野荘遺跡

（兵庫）… 赤穂城跡　五斗長垣内遺跡　竹田城跡　
加茂遺跡

（奈良）… 旧大乗院庭園　平城京左京三条二坊宮跡
庭園　中宮寺跡　巣山古墳　大安寺旧境
内　唐古・鍵遺跡　五條市伝統的建造物
群　菖蒲池古墳　東大寺境内　春日大社
境内　薬師寺東塔　香芝市史跡　鳥の山
古墳　橿原市伝統的建造物群　宇陀市
松山地区伝統的建造物群　纏向遺跡

（和歌山）… 紀伊山地の霊場と参詣道
（鳥取）… 浦富海岸　青谷上寺地遺跡
（島根）… 旧堀氏庭園　出雲大社境内遺跡　津和

野町伝統的建造物群　三瓶小豆原埋没
林　大田市伝統的建造物群

（岡山）… 第二次山陽遺跡　備中松山城跡
（広島）… 二子塚古墳
（山口）… 宮市本陣兄部家　長州藩下関前田台場跡
（徳島）… 勝端城館跡　讃岐国府跡
（香川）… 屋嶋城跡　快天山古墳　丸亀城跡　讃

岐国府跡
（愛媛）… 永納山城跡
（福岡）… 大宰府史跡　鴻臚館跡　三雲・井原遺跡
（佐賀）… 肥前陶器窯跡
（長崎）… 鷹島海底遺跡
（熊本）… 西南戦争遺跡　堅志田城跡
（大分）… 大分元町石仏　ガランドヤ古墳　長者

屋敷官衙遺跡
（宮崎）… 日向国府跡　蓮ケ池横穴群

2014年度　日本各地の遺跡・建造物等に関する指導・協力一覧（委員の委嘱を受けているもの）
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2014年度　文化財担当者研修課程一覧
区分 課　　程 実施期日 定員 対象 内容 担当室 研修

日数
応募
者数

受講
者数

専

門

研

修

建築遺構
調査課程

６月９日
～

６月13日
12名

地域の中核とな
る地方公共団体
の文化財担当職
員若しくはこれ
に準ずる者

発掘調査で検出される建築遺構や出土建築部材に
関して必要な、上部構造の専門的知識や発掘方法
等についての研修遺跡・遺構の探査に関して必要
な専門的知識と技術の研修

遺構研究室 ５…日 ９名 ９名

植物遺体
調査課程

６月16日
～

６月20日
10名 〃

木材、種実、花粉、プラント・オパール等の植物
遺体を発掘調査現場で扱うための専門的知識と調
査方法の取得を目的とした研修

環境考古学
研究室 ５…日 10名 10名

庭園・自然名勝等
保存活用基礎課程

６月23日
～

６月27日
10名 〃

歴史的庭園の保護をはじめとして、名勝の調査お
よび保存管理・修理等について、基本的な考え方
から実務に至る基礎知識を習得することを目的と
する研修

遺跡整備
研究室 ５…日 19名 19名

報告書作成Ⅰ
（編集基礎）課程

７月7日
～

７月11日
20名 〃

文化財調査に必要不可欠な報告書等の学術出版物
制作にあたって、編集に必要な基礎知識と印刷工
程の基礎知識についての研修

企画調整室 ５…日 16名 15名

報告書作成Ⅱ
（応用制作）課程

７月14日
～

７月18日
20名 〃

報告書等の出版物制作にあたり、実際の編集作業
に必要な知識や技術、特にデジタル編集の実習を
通じて制作のノウハウを学べる研修

企画調整室 ５…日 ９名 9名

自然科学的年代
測定法課程

９月１日
～

９月５日
10名 〃

文化財調査に年輪年代測定や放射性炭素年代測定
等自然科学的年代測定を積極的に取り入れるため
の基礎知識や留意点の習得を目指す研修

年代学
研究室 ５…日 ５名 5名

文化的景観
調査計画課程

９月８日
～

９月12日
10名 〃

文化的景観の保護にこれから取り組む担当者を対
象に、文化的景観の歴史・概念、保護制度、調査
手法および保存計画立案等についての基礎知識を
習得することを目的とする研修

景観研究室 ５…日 12名 12名

遺跡測量課程
９月29日
～

10月３日
８名 〃 『発掘調査のてびき』（文化庁）に準拠した遺跡の

測量および外注に必要な専門的知識と技術の研修
遺跡・調査
技術研究室 ５…日 11名 10名

保存科学基礎Ⅰ
（金属製遺物）課程

10月７日
～

10月16日
10名 〃

金属製遺物の材質および劣化状態に応じた保存処
理法の策定、仕様書の作成をおこなうことができ
るよう、金属製遺物の材質、劣化状態および保存
処理に関する基礎知識を習得することを目的とす
る。

保存修復
科学研究室 10…日 ９名 9名

保存科学基礎Ⅱ
（木製遺物）課程

10月16日
～

10月24日
10名 〃

木製遺物の樹種、木取りおよび劣化状態に応じた
保存処理法の策定、仕様書の作成をおこなうこと
ができるよう、木製遺物の劣化状態および保存処
理に関する基礎知識を習得することを目的とする。

保存修復
科学研究室 ９…日 ６名 ６名

古文書歴史資料
調査基礎課程

12月８日
～

12月12日
10名 〃

古文書・歴史資料の調査・管理等を担当する立場
にあるが、当該分野に関する専門的教育を受けた
ことのない地方公共団体等の文化財担当者を対象
に、基礎的知識の習得を目指す研修

歴史研究室 ５…日 18名 18名

遺跡情報記録
調査課程

12月16日
～

12月19日
20名 〃

遺跡・遺物の正確な記録とその保存活用手法とし
て、GISやデータベースの利用、遺跡情報の公開に
関する知識の取得を目指す研修

文化財情報
研究室 ４…日 18名 18名

文化財写真課程
１月13日
～

１月23日
15名 〃

文化財の記録についての中核をなす記録写真撮影
について、様々な文化財分野の写真についての基
礎知識と実習による実技を習得できる研修

写真室 11…日 13名 13名

出土文字資料
調査課程

１月26日
～

１月30日
15名 〃

木簡・墨書土器・漆紙文書等、出土文字資料の調
査のための実践的な技術や知識の取得を目的とす
る研修

史料研究室 ５…日 ６名 ６名

保存科学Ⅲ
（応急処置）課程

２月16日
～

２月20日
10名 〃

発掘調査において出土した脆弱遺物の取り上げ、
保存処理までの一時保管法等の遺物の取り扱いに
関する応急処置について、講義と実習を通して習
得することを目的とする。

保存修復
科学研究室 ５…日 12名 12名
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飛鳥資料館の展示

◆春期特別展「いにしえの匠たち―ものづくりからみ
た飛鳥時代―」
 2014年４月25日～６月15日
飛鳥時代の様々な手工業生産技術に焦点をあて、古
代の匠と再現品を作成した現代の匠を対比させた。来
館者数10,597人。脇田宗孝氏、小泉武寛氏と、当研究
所の松村恵司、玉田芳英の４名による記念座談会「い
にしえの技術を語る―現代の「匠」と考古学者―」を
５月11日に実施した（参加者51人）。ギャラリートー
クを３回実施。図録第60冊『いにしえの匠たち―も
のづくりからみた飛鳥時代―』を刊行した。

◆夏期企画展「第５回写真コンテスト「飛鳥の甍」応
募作品展」
 2014年７月25日～９月７日
「飛鳥の甍」をテーマに募集した作品を展示し、優
秀作品を選出した。来館者数3,505人。応募・陳列件
数213点。写真教室「①写真のパソコン仕上げ術」「②
デジタルプリントテクニック」を開催した（参加者計
25人）。甍のある民家を紹介したリーフレット『飛鳥
の甍マップ』を作成、配布した。

◆企画展 「津田洋　大和の美仏に魅せられて」
 2014年９月12日～９月28日
イラストレーター津田洋氏による大和の仏像画を展
示した。来館者数2,716人。陳列件数20点。カタログ
第31冊『大和の美仏に魅せられて』を刊行した。

◆秋期特別展「はぎとり・きりとり・かたどり―大地
にきざまれた記憶―」
 2014年10月10日～11月30日
当研究所の埋蔵文化財センター設立40周年を記念
し、遺構を現地以外で保存・公開が可能な資料化する
技術に焦点をあて、土層や遺構の剥ぎ取り（土層転
写）、切り取りによる実物資料、型取りによるレプリ
カ等を紹介した。来館数者9,592人。記念講演会とし
て澤田正昭氏「もうひとつの遺跡保存―土層転写と遺
構切り取り―」を11月１日に開催した（参加者40人）。
ギャラリートークを４回実施。鑑賞の手引き「みるヒ
ント」を作成、配布した。図録第61冊『はぎとり・
きりとり・かたどり―大地にきざまれた記憶―』を刊
行した。

◆冬期企画展「飛鳥の考古学2014―縄文・弥生・
古墳から飛鳥へ―」
 2015年１月16日～３月１日
奈良県立橿原考古学研究所、明日香村と共催。飛鳥
時代のイメージが強い飛鳥にも縄文時代・弥生時代・
古墳時代の遺跡が多数あることに焦点をあてるととも
に、2013年度の飛鳥地域の発掘調査成果を展示した。
来館者数2,658人。ギャラリートークを４回実施。カ
タログ第32冊『飛鳥の考古学2014』を刊行した。

このほか、常設展示の一部として以下をおこなっ
た。高松塚古墳・キトラ古墳の壁画を拡大して鑑賞で
きる「壁画ナビゲーション」システムを設置した。高
松塚古墳壁画の高精細漆喰印刷、高松塚古墳のつき棒
痕跡が残る版築切り取り、向原寺所蔵金銅観音菩薩立
像を展示した。また明日香村活性化事業「飛鳥光の回
廊」に参加し、夜間無料開館を実施した（９月13・
14日夜間来館者計482人）。

平城宮跡資料館の展示

◆夏期企画展「平城京ビックリはくらんかい―奈良の
都のナンバーワン―」
 2014年７月12日（土）～９月21日（日）
平城宮や平城京の発掘調査で出土した様々な発見の
中から、一番大きいもの、一番小さいもの、一番多い
もの、一番少ないもの等、一番ビックリ！する出土品
を集めた展示。夏休み期間中の親子連れを意識して、
体験コーナーも取り入れた親しみやすい展示構成とし
た。会期中の入館者数は17,712名で、ギャラリートー
ク「ビックリ先生
のじまん話」を５
回（参加者計145
名）、親子ワーク
ショップを１回
（参加者35名）お
こなった。

◆「地下の正倉院展―木簡を科学する」／「埋蔵文化
財センターの40年」
 2014年 10月18日（土）～11月30日（日）
年に一度の木簡実物の展示公開。2014年度は「木
簡を科学する」をテーマとし、木簡の樹種や木取り、
保存処理の方法、木製品や考古遺物としての特質等に

3 展示と公開

平城宮跡資料館：「ビックリ先生のじまん
話」の様子
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焦点をあて、木簡研究の最新成果を紹介した。会期中
３回、都城発掘調査部史料研究室の研究員によるギャ
ラリートークをおこなった（参加者計124名）。また、
同じ会場で、埋蔵文化財センター設立40周年を記念
して、当センターのこれまでの歩みや各研究室の最新
の研究成果等を紹介するパネル展を同時開催した。会
期中の入館者数は19,281名であった。

◆平城宮跡資料館ミニ展示「発掘速報展　平城2014」
第１期…2014年12月６日（土）～２月１日（日）
第２期…2015年２月14日（土）～３月31日（火）
2013年度の平城宮・京における発掘成果をいち早
く伝えるミニ展示。第１期は平城宮東院地区、西大寺
旧境内、第２期は興福寺西室、薬師寺十字廊につい
て、出土遺物や写真パネルで紹介した。会期中の入館
者数は19,974名であった。

2014年度　入館者数

飛鳥資料館（有料）…観覧料の詳細は63頁 平城宮跡資料館（無料） 合　　計
38,096人 109,188人 147,284人

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、幅広く文化財関係
の書籍および写真資料を収集している。また、仮庁舎
図書資料室においても一般公開施設として位置づけて
公開しており、所外の研究者および一般の方々に図
書・雑誌およ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を通じて図書の
貸し出し、複写サービスを実施している。
また、奈文研の刊行物についても、PDF化をおこ
ない、インターネットを通じて公開している。

公開データベース一覧 2014年度
アクセス件数

木簡データベース 220,483
木簡画像データベース［木簡字典］ 31,451
木簡画像データベース［木簡字典］〈韓国語版〉 452
木簡画像データベース［木簡字典］〈中国語版〉 1,419
木簡画像データベース［木簡字典］〈英語版〉 869
木簡字典・電子くずし字字典連携検索 143,093
墨書土器字典 1,732
全国木簡出土遺跡・報告書データベース 603
軒瓦データベース 534
遺跡データベース 6,186
古代地方官衙関係遺跡データベース 1,656
古代寺院遺跡データベース 2,533
官衙関係遺跡整備データベース 378
遺跡の斜面保護データベース 1,411
発掘庭園データベース 931
Archaeologically…Excavated…Japanese…Gardens 465
所蔵図書データベース 27,427
報告書抄録データベース 4,389
考古関連雑誌論文情報補完データベース 1,156
薬師寺典籍文書データベース 781
大宮家文書データベース 269
平城京出土陶硯データベース 443
学術情報リポジトリ 39,379

解説ボランティア事業

平城宮跡への来訪者に対して案内・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。
2015年３月31日現在、所定の研修を受けた解説ボラ
ンティアの登録数は139名を数え、平均して一人当た
り１ヶ月に２～３日のガイド活動をおこなっている。
2014年度における活動については、定点５ヵ所の
解説を中心に、予約受付した来場者への宮跡内ツアー
ガイドを充実させた。

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
修機会等の提供等積極的な支援
をおこなった。
また、ボランティアガイドの活動をさらに広報し、
より多くの方に平城宮跡へお越し頂くようチラシ、機
関誌も発行した。

2014年「平城宮跡解説ボランティア」の活動状況（活動日数　308日間）

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

平城宮跡資料館 第一次大極殿 遺構展示館 朱雀門 東院庭園 ツアーガイド 計
21,448人 22,993人 8,274人 18,415人 7,477人 5,166人 83,773人 3,915人

＊活動は、定点施設の休館日を除く毎日。
… 2015.3.31現在
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刊行物

奈良文化財研究所　学報
第１冊… 仏師運慶の研究（1954）
第２冊… 修学院離宮の復元的研究（1954）
第３冊… 文化史論叢（1954）
第４冊… 奈良時代僧房の研究（1957）
第５冊… 飛鳥寺発掘調査報告（1958）
第６冊… 中世庭園文化史（1959）
第７冊… 興福寺食堂発掘調査報告（1959）
第８冊… 文化史論叢Ⅰ（1960）
第９冊… 川原寺発掘調査報告（1960）
第10冊… 平城宮跡第一次・伝飛鳥板蓋宮跡発掘調査報

告（1961）
第11冊… 院の御所と御堂―院家建築の研究―（1962）
第12冊… 巧匠安阿弥陀仏快慶（1962）
第13冊… 寝殿造系庭園の立地的考察（1962）
第14冊… 唐招提寺蔵「レース」と「金亀舎利塔」に関

する研究（1962）
第15冊… 平城宮発掘調査報告Ⅱ
… 官衙地域の調査（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
… 官衙地域の調査（1966）
第18冊… 小堀遠州の作事（1966）
第19冊… 藤原氏の氏家とその院家（1968）
第20冊… 名物烈の成立（1970）
第21冊… 研究論集Ⅰ（1972）
第22冊… 研究論集Ⅱ（1974）
第23冊… 平城宮発掘調査報告Ⅵ
… 平城京左京一条三坊の調査（1975）
第24冊… 高山―町並調査報告―（1975）
第25冊… 平城京左京三条二坊（1975）
第26冊… 平城宮発掘調査報告Ⅶ
… 内裏北外郭の調査（1976）
第27冊… 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅰ（1976）
第28冊… 研究論集Ⅲ（1976）
第29冊… 木曽奈良井―町並調査報告―（1976）
第30冊… 五條―町並調査の記録―（1977）
第31冊… 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅱ（1978）
第32冊… 研究論集Ⅳ（1978）
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（1978）
第34冊… 平城宮発掘調査報告Ⅸ

… 宮城門・大垣の調査（1978）
第35冊… 研究論集Ⅴ（1979）
第36冊… 平城宮整備調査報告Ⅰ（1979）
第37冊… 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅲ（1980）
第38冊… 研究論集Ⅵ（1980）
第39冊… 平城宮発掘調査報告Ⅹ
… 古墳時代Ⅰ（1981）
第40冊… 平城宮発掘調査報告Ⅺ
… 第一次大極殿地域の調査（1982）
第41冊… 研究論集Ⅶ（1984）
第42冊… 平城宮発掘調査報告Ⅻ
… 馬寮地域の調査（1985）
第43冊… 日本における近世民家（農家）の系統的発展

（1985）
第44冊… 平城京左京三条二坊六坪発掘調査報告（1986）
第45冊… 薬師寺発掘調査報告（1987）
第46冊… 平城京右京八条一坊十三・十四坪発掘調査報

告書（1989）
第47冊… 研究論集Ⅷ（1989）
第48冊… 年輪に歴史を読む
… ―日本における古年輪学の成立―（1990）
第49冊… 研究論集Ⅸ（1991）
第50冊… 平城宮発掘調査報告書ⅩⅢ
… 内裏の調査Ⅱ（1991）
第51冊… 平城宮発掘調査報告書ⅩⅣ
… 平城宮第二次大極殿院の調査（1993）
第52冊… 西隆寺発掘調査報告書（1993）
第53冊… 平城宮朱雀門の復原的研究（1994）
第54冊… 平城京左京二条二坊・三条二坊
… ―長屋王邸・藤原麻呂邸―発掘調査報告

（1995）
第55冊… 飛鳥・藤原宮発掘調査報告Ⅳ
… ―飛鳥水落遺跡の調査―（1995）
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（1999）
第58冊… 研究論集Ⅹ（1999）
第59冊… 中世瓦の研究（2000）
第60冊… 研究論集Ⅺ（1999）
第61冊… 研究論集Ⅻ（2001）
第62冊… 史跡頭塔発掘調査報告（2001）
第63冊… 山田寺発掘調査報告　本文編
… 図版編（2002）
第64冊… 研究論集ⅩⅢ（2002）
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）
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第66冊… 研究論集ⅩⅣ（2003）
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］（2003）
第68冊… 吉備池廃寺発掘調査報告
… 百済大寺跡の調査（2003）
第69冊… 平城宮発掘調査報告ⅩⅤ
… 東院庭園地区の調査（2003）
第70冊… 平城宮発掘調査報告ⅩⅥ
… 兵部省地区の調査（2005）
第71冊… 飛鳥池遺跡発掘調査報告Ⅰ（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（2005）
第73冊… タニ窯跡A6号窯跡発掘調査報告書（2005）
第74冊… 古代庭園研究Ⅰ（2006）
第75冊… 研究論集XV（2006）
第76冊… 法隆寺若草伽藍跡発掘調査報告（2007）
第77冊… 日韓文化財論集Ⅰ（2008）
第78冊… 近世瓦の研究（2008）
第79冊… 平城宮第一次大極殿の復原に関する研究Ⅰ
… 基壇・礎石（2009）
第80冊… 平城宮第一次大極殿の復原に関する研究Ⅳ
… 瓦・屋根（2009）
第81冊… 平城宮第一次大極殿の復原に関する研究Ⅱ
… 木部（2010）
第82冊… 平城宮第一次大極殿の復原に関する研究Ⅲ
… 彩色・金具（2010）
第83冊… 研究論集16（2010）
第84冊… 平城宮発掘調査報告ⅩⅦ
… 第一次大極殿院地区の調査２　本文編/図版

編（2011）
第85冊… 漢長安城桂宮　報告編・論考編（2011）
第86冊… 研究論集17
… 平安時代庭園の研究―古代庭園研究Ⅱ―

（2011）
第87冊… 日韓文化財論集Ⅱ（2011）
第88冊… 西トップ遺跡調査報告
… ―アンコール文化遺産保護共同研究報告書―

（2011）
第89冊… 四万十川流域　文化的景観研究（2011）
第90冊… Western…Prasat…Top… Site… Survey…Report…

on…Joint…Research… for… the…Protection…of… the…
Angkor…Historic…Site（2012）

第91冊… 遼寧省朝暘地区隋唐墓の整理と研究（2012）
第92冊… 文化財論叢Ⅳ　奈良文化財研究所　創立六十

周年記念論文集（2012）
第93冊… 奈良山発掘調査報告Ⅱ―歌姫西須恵器窯の調

査―（2014）

奈良文化財研究所　史料
第１冊… 南無阿弥陀仏作善集（複製）（1955）
第２冊… 西大寺叡尊伝記集成（1956）
第３冊… 仁和寺史料…寺誌編Ⅰ（1964）
第４冊… 俊乗坊重源伝記集成（1955）
第５冊… 平城宮木簡一　図版（1966）
… 解説（1969）
… （平城宮跡発掘調査報告Ⅴ）
第６冊… 仁和寺史料　寺誌編２（1968）
第７冊… 唐招提寺史料Ⅰ（1971）
第８冊… 平城宮木簡二…図版（1975）解説（1975）
… （平城宮跡発掘調査報告Ⅷ）
第９冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅰ（1975）
第10冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅱ（1976）
第11冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅲ（1977）
第12冊… 藤原宮木簡一　図版・解説（1978）
第13冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅳ（1978）
第14冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅴ（1979）
第15冊… 東大寺文書目録第１巻（1979）
第16冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅵ（1979）
第17冊… 平城宮木簡三（1981）
第18冊… 藤原宮木簡二（1981）
第19冊… 東大寺文書目録第２巻（1981）
第20冊… 日本美術院彫刻等修理記録Ⅶ（1980）
第21冊… 東大寺文書目録第１巻（1981）
第22冊… 七大寺巡礼私記（1982）
第23冊… 東大寺文書目録第４巻（1982）
第24冊… 東大寺文書目録第５巻（1983）
第25冊… 平城宮出土墨書土器集成Ⅰ（1983）
第26冊… 東大寺文書目録第６巻（1984）
第27冊… 木器集成図録―近畿古代編―（1985）
第28冊… 平城宮木簡四（1986）
第29冊… 興福寺典籍文書目録第１巻（1986）
第30冊… 山内清男考古資料１（1988）
第31冊… 平城宮出土墨書土器集成Ⅱ（1988）
第32冊… 山内清男考古資料２（1989）
第33冊… 山内清男考古資料３（1992）
第34冊… 山内清男考古資料４（1992）
第35冊… 山内清男考古資料５（1992）
第36冊… 木器集成図録―近畿原始編―（1993）
第37冊… 梵鐘実測図集成（上）（1993）
第38冊… 梵鐘実測図集成（下）（1993）
第39冊… 山内清男考古資料６（1993）
第40冊… 山田寺出土建築部材集成（1995）
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第41冊… 平城京木簡一（1995）
第42冊… 平城宮木簡五（1996）
第43冊… 山内清男考古資料７（1996）
第44冊… 興福寺典籍文書目録第２巻（1996）
第45冊… 北浦定政関係資料（1997）
第46冊… 山内清男考古資料８（1997）
第47冊… 北魏洛陽永寧寺（1998）
第48冊… 発掘庭園資料（1998）
第49冊… 山内清男考古資料９（1998）
第50冊… 山内清男考古資料10（1999）
第51冊… 山内清男考古資料11（2000）
第52冊… 地域文化財の保存修復　考え方と方法（2000）
第53冊… 平城京木簡二　長屋王家木簡二（2001）
第54冊… 山内清男考古資料12（2000）
第55冊… 法隆寺古絵図集（2001）
第56冊… 法隆寺考古資料（2002）
第57冊… 日中古代都城図録（2002）
第58冊… 山内清男考古資料13（2002）
第59冊… 平城宮出土墨書土器集成Ⅲ（2003）
第60冊… 平城京条坊総合地図（2003）
第61冊… 鞏義黄冶唐三彩（2003）
第62冊… 北浦定政関係資料
… 松の落ち葉一（2003）
第63冊… 平城宮木簡六（2004）
第64冊… 平城京出土古代官銭集成Ⅰ（2004）
第65冊… 北浦定政関係資料
… 松の落ち葉二（2004）
第66冊… 山内清男考古資料14（2004）
第67冊… 興福寺典籍文書目録第３巻（2004）
第68冊… 古代東アジアの金属製容器Ⅰ中国編（2004）
第69冊… 平城京漆紙文書（一）（2004）
第70冊… 山内清男考古資料15（2005）
第71冊… 古代東アジアの金属製容器２　朝鮮・日本編

（2005）
第72冊… 畿内産土師器集成西日本編（2005）
第73冊… 黄冶唐三彩窯の考古新発見（2006）
第74冊… 山内清男考古資料16（2006）
第75冊… 平城京木簡三　二条大路木簡１（2006）
第76冊… 評制下荷札木簡集成（2006）
第77冊… 平城京出土陶硯集成Ⅰ（2006）
第78冊… 黒草紙・新黒双紙（2007）
第79冊… 飛鳥藤原京木簡一　図版・解説（2007）
第80冊… 平城京出土陶硯集成二…平城京・寺院（2007）
第81冊… 高松塚古墳壁画フォトマップ資料（2009）
第82冊… 飛鳥藤原京木簡二…図版・解説（2009）
第83冊… 興福寺典籍文書目録（2009）

第84冊… 山内清男考古資料17（2009）
第85冊… 平城宮木簡七　図版・解説（2010）
第86冊… キトラ古墳壁画フォトマップ資料（2011）
第87冊… 明治時代平城宮跡保存運動史料集（2011）
第88冊… 藤原宮木簡三　図版・解説（2012）
第89冊… 仁和寺史料　古文書編一（2013）
第90冊… 大宮家文書調査報告書（2014）

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… 河南省鞏義市黄冶窯跡の発掘調査概要（2010）
第３冊… 古代東アジアの造瓦技術（2010）
第４冊… 古代官衙・集落研究会報告書「官衙と門」報

告編/資料編（2010）
第５冊… 文化的景観研究集会（第２回）報告書（2010）
第６冊… 古代官衙・集落研究会報告書「官衙・集落と

鉄」（2011）
第７冊… 文化的景観研究集会（第３回）報告書（2011）
第８冊… 鞏義白河窯の考古新発見（2011）
第９冊… 古代官衙・集落研究会報告書「四面廂建物を

考える」報告編/資料編（2012）
第10冊… 文化的景観研究集会（第４回）報告書（2012）
第11冊… 河南省鞏義市白河窯跡の発掘調査（2012）
第12冊… 奈良文化財研究所研究報告書「塩の生産・流

通と官衙・集落」（2013）
第13冊… 文化的景観研究集会（第5回）報告書（2013）
第14冊… …古代官衙・集落研究会研究報告書「長舎と官

衙の建物配置」報告編／資料編（2014）

奈良文化財研究所　基準資料
第１冊… 瓦編１　解説（1974）
第２冊… 瓦編２　解説（1975）
第３冊… 瓦編３　解説（1976）
第４冊… 瓦編４　解説（1977）
第５冊… 瓦編５　解説（1977）
第６冊… 瓦編６　解説（1979）
第７冊… 瓦編７　解説（1980）
第８冊… 瓦編８　解説（1981）
第９冊… 瓦編９　解説（1984）

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　銘文編（1977）
第３冊… 日本古代の墓誌（1977）
第４冊… 日本古代の墓誌　銘文編（1978）
第５冊… 古代の誕生仏（1978）
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第６冊… 飛鳥時代の古墳―高松塚とその周辺―（1979）
第７冊… 日本古代の鴟尾（1980）
第８冊… 山田寺展（1981）
第９冊… 高松塚拾年（1982）
第10冊… 渡来人の寺―桧隈寺と坂田寺―（1983）
第11冊… 飛鳥の水時計（1983）
第12冊… 小建築の世界―埴輪から瓦塔まで―（1984）
第13冊… 藤原―半世紀にわたる調査と研究―（1984）
第14冊… 日本と韓国の塑像（1985）
第15冊… 飛鳥寺（1985）
第16冊… 飛鳥の石造物（1986）
第17冊… 萬葉乃衣食住（1987）
第18冊… 壬申の乱（1987）
第19冊… 古墳を科学する（1988）
第20冊… 聖徳太子の世界（1988）
第21冊… 仏舎利埋納（1989）
第22冊… 法隆寺金堂壁画飛天（1989）
第23冊… 日本書紀を掘る（1990）
第24冊… 飛鳥時代の埋蔵文化財に関する一考察（1991）
第25冊… 飛鳥の源流（1991）
第26冊… 飛鳥の工房（1992）
第27冊… 古代の形（1995）
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―百済大寺（1998）
第34冊… 鏡を作る　海獣葡萄鏡を中心として（1999）
第35冊… あすかの石造物（2000）
第36冊… 飛鳥池遺跡（2000）
第37冊… 遺跡を探る（2001）
第38冊… ‘あすか―以前’（2002）
第39冊… A0の記憶（2002）
第40冊… 古年輪（2003）
第41冊… 飛鳥の湯屋（2004）
第42冊… 古代の梵鐘（2004）
第43冊… 飛鳥の奥津城―キトラ・カラト・マルコ・高

松塚（2005）
第44冊… 東アジアの古代苑池（2005）
第45冊… キトラ古墳と発掘された壁画たち（2006）
第46冊… キトラ古墳壁画四神玄武（2007）
第47冊… 奇偉荘厳山田寺（2007）
第48冊… キトラ古墳壁画十二支―子・丑・寅―（2008）
第49冊… まぼろしの唐代精華―黄冶唐三彩窯の考古新

発見―（2008）

第50冊… キトラ古墳壁画四神―青龍白虎―（2009）
第51冊… 三燕文化の考古新発見―北方騎馬民族のかが

やき―（2009）
第52冊… キトラ古墳壁画四神（2010）
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（2011）
第55冊… 飛鳥遺珍―のこされた至宝たち―（2011）
第56冊… 比羅夫がゆく―飛鳥時代の武器・武具・いく

さ―（2012）
第57冊… 花開く都城文化（2012）
第58冊… 飛鳥寺2013（2013）
第59冊… 飛鳥・藤原京への道（2013）
第60冊… いにしえの匠たち―ものづくりからみた飛鳥

時代―（2014）
第61冊… はぎとり・きりとり・かたどり―大地にきざ

まれた記憶―（2014）

飛鳥資料館　カタログ
第１冊… 仏教伝来飛鳥への道（1975）
第２冊… 飛鳥の寺院遺跡１―最近の出土品（1975）
第３冊… 飛鳥の仏像（1978）
第４冊… 桜井の仏像（1979）
第５冊… 高取の仏像（1980）
第６冊… 橿原の仏像（1981）
第７冊… 飛鳥の王陵（1982）
第８冊… 大官大寺…―飛鳥最大の寺―（1985）
第９冊… 高松塚の新研究（1992）
第10冊… 飛鳥の一と―最近の調査から―（1994）
第11冊… 山田寺（1996）
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（2005）
第15冊… うずもれた古文書…―みやこの漆紙文書の世

界―（2006）
第16冊… 飛鳥の金工海獣葡萄鏡の諸相（2006）
第17冊… 飛鳥の考古学2006（2007）
第18冊…「とき」を撮す―発掘調査と写真―（2007）
第19冊… 飛鳥の考古学2007（2008）
第20冊… 飛鳥の考古学2008（2009）
第21冊… 飛鳥の考古学2009（2010）
第22冊… 小さな石器の大きな物語（2010）
第24冊… 木簡黎明―飛鳥に集ういにしえの文字たち―

（2010）
第24冊… 飛鳥の考古学2010（2011）
第25冊… 鋳造技術の考古学―東アジアにひろがる鋳物
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人事異動
（2014. 4. 1～2015. 3. 31）

●2014年４月１日付け
研究支援推進部総務課課長補佐
… 南　　　幸　一
研究支援推進部連携推進課課長補佐
（兼）文化財情報係長… 渡　　　勝　弥
研究支援推進部研究支援課施設係長
… 水　田　康　介
研究支援推進部総務課財務係主任
… 松　本　直　也
機構本部事務局総務企画課（総務人事担当）
併・東京国立博物館総務課
… 松　岡　広　樹
（兼）都城発掘調査部考古第一研究室長
… 玉　田　芳　英
都城発掘調査部考古第二研究室長
… 尾　野　善　裕
埋蔵文化財センター遺跡・調査技術研究室長
… 小　池　伸　彦
企画調整部主任研究員… 石　村　　　智
都城発掘調査部主任研究員
… 西　山　和　宏
都城発掘調査部主任研究員
… 廣　瀬　　　覚

都城発掘調査部主任研究員
… 青　木　　　敬
文化遺産部建造物研究室研究員
… 海　野　　　聡
都城発掘調査部遺構研究室研究員
… 鈴　木　智　大
都城発掘調査部考古第一研究室
アソシエイトフェロー… 大　谷　育　恵
●2014年４月30日付け
辞　　職… 赤　田　昌　倫
●2014年５月１日付け
埋蔵文化財センター遺跡・調査技術研究室
アソシエイトフェロー… 村　田　泰　輔
●2014年６月30日付け
任期満了退職… 渡　邉　淳　子
●2014年７月１日付け
企画調整部展示企画室アソシエイトフェロー
… 中　村　　　玲
企画調整部写真室アソシエイトフェロー
… 飯　田　ゆりあ
埋蔵文化財センター保存修復科学室
アソシエイトフェロー… 杉　岡　奈穂子
●2014年８月１日付け
都城発掘調査部考古第三研究室研究員
… 清　野　陽　一
都城発掘調査部考古第二研究室
アソシエイトフェロー… 金　　　宇　大

●2014年９月１日付け
都城発掘調査部考古第一研究室
アソシエイトフェロー… 浦　　　蓉　子
研究休職… 庄　田　慎　矢
… （2016年８月31日まで）
●2015年１月1日付け
埋蔵文化財センター保存修復科学研究室
アソシエイトフェロー… 中　島　志　保
●2015年３月31日付け
任期満了退職… 松　下　迪　生
任期満了退職… 中　島　咲　紀
辞　　職… 田　代　亜紀子
辞　　職… 南　部　裕　樹
辞　　職（転出）… 上　田　浩　司
辞　　職（転出）… 石　澤　　　剛
辞　　職（転出）… 田　中　康　成
辞　　職（転出）… 米　野　元　則
辞　　職（転出）… 中　野　留美子
辞　　職（転出）… 平　澤　　　毅
辞　　職（転出）… 森　先　一　貴

師のわざ―（2011）
第26冊… 飛鳥の考古学2011（2012）
第27冊… 飛鳥の考古学2012（2013）
第28冊… 飛鳥・藤原京を考古科学する（2013）
第29冊… キトラ古墳壁画発見30周年記念　白虎　玄武　

朱雀　青龍（2014）
第30冊… 飛鳥の考古学2013（2014）
第31冊… 大和の美仏に魅せられて（2014）
第32冊… 飛鳥の考古学2014（2014）

その他の刊行物（2014年度）
・…奈良文化財研究所紀要2014
・…奈文研ニュース№53～56
・…埋蔵文化財ニュース№158～161
・…奈良文化財研究所特別講演（東京会場）講演録『〈歴
史の証人〉木簡を究める』
・…第５回写真コンテスト展『飛鳥の甍マップ』
・…『鏡に関する研究雑感』飛鳥資料館研究図録第18冊
・…『平城京ビックリはくらんかい－奈良の都のナン
バーワン－』
・…『地下の正倉院展－木簡を科学する－』
・…『発掘速報展平城2014　第１期』

・…『発掘速報展平城2014　第２期』
・…『仁和寺史料　目録編〔稿〕二』
・…『ベトナム　カイベイ市集落調査報告書』
・…『Village…Surver…Report… in…Cai…Be… …Tien…Giang…
Province…Socialist…Republic…of…Viet…Nam』
・…『計画の意義と方法～計画は何のために策定し、ど
のように実施するのか？～』平成25年度遺跡等マ
ネジメント研究集会（第３回）報告書
・…『戦国時代の城館の庭園』平成26年度庭園の歴史に
関する研究会報告書
・…『世界遺産の文化的景観　保全・管理のためのハン
ドブック』
・…『８世紀の瓦づくりⅣ―平城宮式軒瓦の展開２―
6282-6721系―』第15回シンポジウム予稿集

・…第18回古代官衙・集落研究会研究報告資料『宮都・
官衙と土器（官衙・集落と土器１）』
・…『現場のための環境考古学（携帯版）』
・…『西トップ遺跡の調査修復に関する年次報告書　南
祠堂解体編２』
・…『Annual…Report…on…the…Research…and…Restoration…
Work… of… the…Western…Prasat…Top…Dismantling…
Process…of…the…Southern…Sanctuary…Ⅱ』
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予算等

予算（予定額） 単位：千円

2014年度 2015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） 843,806 831,936
施設整備費 2,808,365 1,555,767
自己収入（入場料等） 34,983 34,983
計 3,687,154 2,422,686

土地と建物 単位：㎡

土　地 建…物（建面積/延面積） 建築年
本館地区 8,860.13 現在、建替中
平城宮跡資料館地区 ※ 13,328.49/21,394.61 1970年他
都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区） 20,515.03 6,016.41/9,477.43 1988年他
飛鳥資料館地区 17,092.93 2,657.30/4,403.50 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

科学研究費助成事業（2015年4月22日現在）… 単位：千円

研…究…種…目
2014年度 （参考）2015年度

①科学研究費補助金 ②学術研究助成基金助成金 ①科学研究費補助金 ②学術研究助成基金助成金
件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額

基盤研究（Ｓ） 1 46,540 - - 1 33,410 - -
基盤研究（Ａ） 4 41,210 - - 5 47,710 - -
基盤研究（Ｂ） 8 16,900 … 8…（8） 14,950 8 23,010 … 6…（6） 7,540
基盤研究（Ｃ） - - 7 8,710 - - 10 12,350
挑戦的萌芽研究 - - 1 1,560 - - 2 3,250
若手研究（Ａ） 3 4,550 … 2…（2） 3,640 2 1,696 … 2…（2） 3,120
若手研究（Ｂ） - - 18 18,244 - - 15 11,570
研究活動スタート支援 1 910 - - - - - -
奨励研究 - - - - 2 1,100 - -
特別研究員奨励費 1 567 - - 1 1,560 - -
研究成果公開促進費〈学術図書〉 - - - - 1 1,400 - -

※同一の研究課題で①と②の両方が交付されるもの（一部基金分）の件数はそれぞれに含み、②の件数の括弧書きは共通するものの内数である。

受託調査研究 単位：千円

区　分
2013年度 2014年度

件　数 金　額 件　数 金　額
研　究 28 186,599 28 187,199
発　掘 13 107,975 16 46,599
計 41 294,574 44 233,798

研究助成金 単位：千円

研究助成金
2013年度 2014年度

件　数 金　額 件　数 金　額
11 8,540… 5 3,984…

※採択年による集計
※二ヵ年にわたる場合も初年度に計上
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職員一覧 2015年4月1日現在

飛鳥資料館長
（兼）松村恵司

埋蔵文化財センター長
難波洋三

都城発掘調査部長
玉田芳英
（担：藤原）

文化遺産部長
林　良彦

副所長
小野健吉

所長
松村恵司

歴史研究室長　　　　吉川　聡

企画調整部長
杉山　洋

企画調整室長　　　　加藤真二

研究支援推進部長
島田健治

総務課長
臣守常勝

課長補佐
南　幸一

総務係長
桑原隆佳

連携推進課長
津田保行

課長補佐
梶原孝次

課長補佐
渡　勝弥

経営戦略係長

研究支援課長
今西康益

主任
三本松俊徳

施設係長　水田康介
専門職員　本光秀明

宮跡等活用支援係長
江川　正

課長補佐
松本正典（飛鳥・藤原地区担当）
車井俊也（飛鳥資料館担当）

課長補佐
木村浩二

財務係長
（兼）木村浩二

主任
松本直也

主任
高田幸恵

広報企画係長
（兼）梶原孝次
文化財情報係長
（兼）渡　勝弥

係員
北村加奈
高梨泰裕

係員
（育）真嶋明奈

文化財情報研究室長　（兼）森本　晋

建造物研究室長　　　（兼）林　良彦 研究員　番　　光

研究員　高橋知奈津
景観研究室長　　　　（兼）林　良彦 研究員　恵谷浩子

国際遺跡研究室長　　森本　晋 研究員　（兼）田村朋美

展示企画室長　　　　（兼）加藤真二 研究員　西田紀子／若杉智宏
　　　　中川あや

写真室長　　　　　　（兼）杉山　洋 再雇用職員　（藤）井上直夫

遺跡整備研究室長　　内田和伸
主任研究員　　　　　中島義晴

考古第一研究室長　（藤）（兼）玉田芳英 研究員　（平）（休）庄田慎矢／芝康次郎
　　　　（藤）和田一之輔／諫早直人

研究員　（平）小田裕樹／丹羽崇史
　　　　（藤）大澤正吾

考古第二研究室長　（藤）尾野善裕

研究員　（平）石田由紀子
　　　　（藤）川畑　純／清野陽一

考古第三研究室長　（藤）清野孝之

研究員　（平）山本祥隆／桑田訓也 アソシエイトフェロー　（平）井上　幸
　　　　　　　　（平）方　国花

史料研究室長　　　（平）（兼）渡邉晃宏

研究員　（平）鈴木智大／海野　聡
　　　　（藤）前川　歩

アソシエイトフェロー　（藤）金　宇大

アソシエイトフェロー　（平）浦　蓉子
　　　　　　　　（藤）大谷育恵

アソシエイトフェロー　菊地淑人

アソシエイトフェロー　（藤）飯田ゆりあ
技能補佐員　　　鎌倉　綾

アソシエイトフェロー　中村　玲

研究補佐員　　　佐藤由似

アソシエイトフェロー　髙田祐一

※（平）：平城地区
　（藤）：飛鳥・藤原地区
　（担）：地区担当
　（育）：育児休業中
　（兼）：兼務

アソシエイトフェロー　（平）中川二美
　　　　　　　　（藤）山本　亮

アソシエイトフェロー　（平）村山聡子
　　　　　　　　（藤）福嶋啓人

主任研究員　（平）馬場　基／神野　恵／今井晃樹／林　正憲／青木　敬
　　　　　　（藤）西山和宏／降幡順子／山本　崇／森川　実／廣瀬　覚

庶務担当室長　（藤）（命）松本正典

遺構研究室長　　　（平）箱崎和久
　　　　　　　　　（藤）（育）大林　潤

都城発掘調査部副部長
渡邉晃宏
（担：平城）

保存修復科学研究室長　髙妻洋成

環境考古学研究室長　（兼）難波洋三
年代学研究室長　　　（兼）難波洋三
遺跡・調査技術研究室長　小池伸彦
主任研究員　　　　　金田明大／大河内隆之

研究員　星野安治
研究員　山﨑　健

研究員　脇谷草一郎／田村朋美
　　　　（兼）降幡順子

アソシエイトフェロー　杉岡奈穂子
　　　　　　　　中島志保

アソシエイトフェロー　松崎哲也

アソシエイトフェロー　村田泰輔

学芸室長　　　　　　石橋茂登 研究員　（兼）西田紀子／（兼）若杉智宏

庶務担当室長（命）車井俊也

主任　
中村一郎

技術職員　
（藤）栗山雅夫
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奈良
地区

N a r a  A r e a

藤原
地区

F u j i w a r a  A r e a

飛鳥
地区

A s u k a  A r e a
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奈良地区と飛鳥・藤原地区地図　Maps of the Nara and Asuka/Fujiwara Areas



公開施設　Facilities Open to the Public 
奈良地区　Nara Area

平城宮跡資料館
Nara Palace Site Museum

1959年から継続されてきた
発掘調査によって出土したさ
まざまな遺物や、建物の復原
模型を展示しながら、平城宮
についてわかりやすく説明し
ています。また、毎年度の発掘調査の速報展も実施します。

公 　開／休館日を除く毎日9:00～16:30（入館は16:00まで）（無料）
休館日／月曜日（月曜が祝日の際は、その翌平日）、年末年始
お知らせ／ボランティアによる解説をおこなっています。（無料）
お問合わせ／奈良文化財研究所連携推進課:0742-30-6753・6756

遺構展示館
Excavation Site Exhibition Hall

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。

第一次大極殿
Imperial Audience Hall

古代の宮都における中心施設で、元日
朝賀や天皇の即位等、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。

東院庭園
East Palace Garden

平城宮東南隅で発掘された奈良時代の
庭園跡。広いところで60mもある複
雑な形の池を中心にして、橋や周囲の
建物を復原しています。公開、休館日
とも平城宮跡資料館と同様。

奈良文化財研究所では、平城宮跡の公開活動を支援するため、文化庁所有施設の公開に協力しています。
関連公開施設に関する問合せ先：文化庁平城宮跡管理事務所 0742-32-5106

飛鳥地区　Asuka Area

飛鳥資料館
Asuka Historical Museum

日本に仏教が伝わった6世紀か
ら藤原京に都が移った7世紀末
までの歴史を宮殿、寺院、石造
物、古墳等について、考古資料
を中心にわかりやすく展示解説
しています。主な展示品は高松
塚古墳出土品、キトラ古墳石室
の陶板レプリカ、石神遺跡の石
人像・須弥山石、水時計の水落
遺跡や飛鳥寺、山田寺等、飛鳥
を代表する遺跡の出土品と模型があります（内容は変更す
ることがあります。）。
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270円、大学生130円、18才未満、65才以上無料
団体（20名以上）:一般170円、大学生60円
休館日／月曜日（月曜が祝日の際は、その翌平日）､ 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／解説をおこなっています。（事前申込制、無料、平日のみ）
お問合わせ／飛鳥資料館:0744-54-3561

藤原地区　Fujiwara Area

藤原宮跡資料室
Exhibition Room of Fujiwara Imperial 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、
古墳等の調査研究の
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
に移った後の姿等について遺物や模型･パネルで説明して
います。
公開／休館日を除く毎日9:00～16:30
観覧料／無料
休館日／年末年始、展示替え期間中
お問合わせ／都城発掘調査部（飛鳥･藤原地区）:0744-24-1122
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平城京周辺図　Map of the Nara Capital Site
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平城京周辺図　Map of the Nara Capital Site



藤原京周辺図　Map of the Fujiwara Capital Site

奈良文化財研究所
都城発掘調査部（飛鳥・藤原地区）
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藤原京周辺図　Map of the Fujiwara Capital Site
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関連年表　Chronological Table

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

飛 　 鳥 　 時 　 代 　 A s u k a  P e r i o d 奈 　 良 　 時 　 代 　 N a r a  P e r i o d

推 古 天 皇（554-628）Empress Suiko

厩 戸 王（聖 徳 太 子）（574-622）Prince Umayado（Prince Shōtoku）

山 背 大 兄 王（-643）Prince Yamashiro no Ōe

蘇 我 入 鹿（-645）Soga no Iruka

中 臣 鎌 足（614-669）Nakatomi-no-Kamatari

僧 旻（-653）Priest Min

天 智 天 皇（626-671）Emperor Tenji

高 市 皇 子（654-696）Prince Takechi

天 武 天 皇（631?-686）Emperor Tenmu

持 統 天 皇（645-702）Empress Jitō

藤 原 不 比 等（659-720）Fujiwara no Fuhito

山 上 憶 良（660-733）Yamanoue no Okura

大 伴 旅 人（665-731）Otomo no Tabito

長 屋 王（676 （または684） -729）Prince Nagaya

草 壁 皇 子（662-689）Prince Kusakabe 聖 武 天 皇（701-756）Emperor Shōmu

光 明 皇 后（701-760）Empress Consort Kōmyō

道 鏡（-772）Priest Dōkyo

藤 原 仲 麻 呂（706-764）Fujiwara no Nakamaro

吉 備 真 備（693-775）Kibi no Makibi

鑑 真（688-763）Priest Jianzhen（Ganjin）

行 基（668-749）Priest Gyōki

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

66

関連年表　Chronological Table



538 588 589 592 593 603 604 606 607 618 630 641 645 646 663 670 673 676 681 689 690 694 701 708 710 712 720 724 729 737 740 741 742 744 745 752 754 757 764 770 773 780 784 794 809 824 864

B
u

d
d

h
ism

 in
tro

d
u

ce
d

 fro
m

 P
e

a
kch

e
, K

o
re

a

百
済
か
ら
仏
教
が
伝
わ
る

C
o

n
stru

ctio
n

 o
f th

e
 H
ō

kō
ji te

m
p

le

（A
su

ka
d

e
ra

）b
e

g
in

s

法
興
寺
（
飛
鳥
寺
）
を
つ
く
り
始
め
る

S
u

i D
yn

a
sty u

n
ifie

s C
h

in
a

隋
が
中
国
を
統
一
す
る

E
m

p
re

ss S
u

iko
 e

n
th

ro
n

e
d

 a
t th

e
 T

o
yu

ra
 P

a
la

ce
, A

su
ka

推
古
天
皇
が
豊
浦
宮
で
即
位
す
る

P
rin

ce
 U

m
a

ya
d

o

（P
rin

ce
 S

hō
to

ku

）o
ve

rse
e

s p
o

litics

厩
戸
王
（
聖
徳
太
子
）
が
国
政
を
つ
か
さ
ど
る

Im
p

e
ria

l p
a

la
ce

 m
o

ve
s to

 th
e

 O
h

a
rid

a
 P

a
la

ce

小
墾
田
宮
に
う
つ
る

S
e

ve
n

te
e

n
 A

rticle
 C

o
n

stitu
tio

n
 p

ro
m

u
lg

a
te

d

憲
法
十
七
条
を
定
め
る

S
a

ka
ta

d
e

ra
 te

m
p

le
 e

re
cte

d

坂
田
寺
を
つ
く
る

O
n

o
 n

o
 Im

o
ko

 se
n

t to
 S

u
i C

h
in

a
; co

n
stru

ctio
n

 o
f H

o
ryu

ji te
m

p
le

 b
e

g
in

s

小
野
妹
子
を
隋
に
派
遣
す
る　

法
隆
寺
を
つ
く
り
始
め
る

T
a

n
g

 D
yn

a
sty d

e
fe

a
ts S

u
i

唐
が
隋
を
滅
ぼ
す

F
irst d

e
le

g
a

tio
n

 se
n

t to
T

a
n

g
 C

h
in

a

第
１
回
の
遣
唐
使
派
遣

C
o

n
stru

ctio
n

 o
f Y

a
m

a
d

a
d

e
ra

 te
m

p
le

 b
e

g
in

s

山
田
寺
を
つ
く
り
始
め
る

P
rin

ce
 N

a
ka

n
o

 Ō
e

 a
ssa

ssin
a

te
s S

o
g

a
 n

o
 Iru

ka

中
大
兄
皇
子
ら
が
蘇
我
入
鹿
を
暗
殺
す
る
（
乙
巳
の
変
）

T
a

ika
 R

e
fo

rm
 d

e
cla

re
d

大
化
改
新
の
詔
を
出
す

U
n

ite
d

 fo
rce

 o
f Ja

p
a

n
 a

n
d

 P
a

e
kch

e
 lo

se
s to

 th
e

 T
a

n
g

 a
rm

y a
t H

a
ku

so
n

kō

日
本
・
百
済
連
合
軍　

白
村
江
で
唐
に
敗
れ
る

F
irst ce

n
su

s re
g

iste
r co

m
p

ile
d

は
じ
め
て
戸
籍
（
庚
午
年
籍
）
を
つ
く
る

E
m

p
e

ro
r T

e
n

m
u

 e
n

th
ro

n
e

d
 a

t th
e

 A
su

ka
 K

iyo
m

ih
a

ra
 p

a
la

ce

壬
申
の
乱
に
勝
っ
た
天
武
天
皇
が
飛
鳥
浄
御
原
宮
で
即
位
す
る

S
illa

 u
n

ifie
s th

e
 K

o
re

a
n

 p
e

n
in

su
la

新
羅
が
朝
鮮
半
島
を
統
一
す
る

C
o

m
p

ila
tio

n
 o

f th
e

 R
itsu

ryō
 le

g
a

l co
d

e
 a

n
d

 o
fficia

l isto
ric ch

ro
n

icle
s b

e
g

in
s

律
令
と
国
史
の
編
纂
を
は
じ
め
る

A
su

ka
K

iyo
m

ih
a

ra
 C

o
d

e
 e

n
a

cte
d

飛
鳥
浄
御
原
令
を
制
定
す
る

E
m

p
re

ss Z
e

tie
n

w
u

h
o

u
 o

f T
a

n
g

 e
n

th
ro

n
e

d

唐
で
則
天
武
后
が
即
位
す
る

F
u

jiw
a

ra
 b

e
co

m
e

s th
e

 ca
p

ita
l o

f Ja
p

a
n

藤
原
京
に
都
を
移
す

T
a

ihō
 co

d
e

 p
u

t in
to

 e
ffe

ct

大
宝
律
令
を
制
定
す
る

W
a

dō
 K

a
ich

in

（b
ro

n
ze

 co
in

）issu
e

d
. R

e
lo

ca
tio

n
 o

f th
e

 C
a

p
ita

l to
 N

a
ra

 is d
e

cid
e

d

和
同
開
珎
を
発
行
す
る　

平
城
遷
都
を
決
め
る

C
a

p
ita

l m
o

ve
s to

 N
a

ra

平
城
京
に
都
を
移
す

K
o

jiki

［R
e

co
rd

s o
f A

n
cie

n
t M

a
tte

rs

］co
m

p
le

te
d

; E
m

p
e

ro
r X

u
a

n
so

n
g

 o
f T

a
n

g
 e

n
th

ro
n

e
d

古
事
記
が
完
成
す
る　

唐
で
玄
宗
皇
帝
が
即
位
す
る

N
ih

o
n

 S
h

o
ki

［C
h

ro
n

icle
 o

f Ja
p

a
n

］co
m

p
ile

d

日
本
書
紀
が
完
成
す
る

E
m

p
e

ro
r S

hō
m

u
 e

n
th

ro
n

e
d

聖
武
天
皇
が
即
位
す
る

P
rin

ce
 N

a
g

a
ya

 fo
rce

d
 to

 co
m

m
it su

icid
e

 o
n

 su
sp

icio
n

 o
f tre

a
so

n

長
屋
王
の
変
お
こ
る

S
m

a
llp

o
x e

p
id

e
m

ic b
re

a
ks o

u
t; fo

u
r b

ro
th

e
rs o

f th
e

 F
u

jiw
a

ra
 F

a
m

ily

（M
u

ch
im

a
rō

,e
tc.

）d
ie

天
然
痘
大
流
行　

藤
原
武
智
麻
呂
ら
４
兄
弟
が
死
去
す
る

F
u

jiw
a

ra
 n

o
 H

iro
tsu

g
u

's re
b

e
llio

n
 ta

ke
s p

la
ce

. C
a

p
ita

l m
o

ve
s to

 K
u

n
i

藤
原
広
嗣
の
乱
お
こ
る　

恭
仁
京
に
都
を
移
す

G
o

ve
rn

m
e

n
t o

rd
e

rs th
e

 e
re

ctio
n

 o
f p

ro
vin

cia
l te

m
p

le
s

国
分
寺
の
建
立
を
決
め
る

S
h

ig
a

ra
ki P

a
la

ce
 e

re
cte

d

紫
香
楽
宮
を
つ
く
る

C
a

p
ita

l m
o

ve
s to

 N
a

n
iw

a

難
波
京
を
都
と
す
る

C
a

p
ita

l re
tu

rn
s to

 N
a

ra

都
を
平
城
京
に
も
ど
す

C
o

n
se

cra
tio

n
 h

e
ld

 o
f th

e
 n

e
w

ly m
a

d
e

 co
lo

ssa
l B

u
d

d
h

a
 fig

u
re

 a
t T

o
d

a
iji te

m
p

le

東
大
寺
で
大
仏
の
開
眼
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
る

P
rie

st Jia
n

zh
e

n

（G
a

n
jin

）a
rrive

s fro
m

 T
a

n
g

唐
か
ら
鑑
真
が
来
日
す
る

Y
ō

rō
 co

d
e

  p
u

t in
to

 e
ffe

ct; T
a

ch
ib

a
n

a
 n

o
 N

a
ra

m
a

ro
's u

p
risin

g
 o

ccu
rs; N

a
ra

 p
a

la
ce

 re
m

o
d

e
le

d

養
老
律
令
を
施
行
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
、
平
城
宮
の
改
作

F
u

jiw
a

ra
 n

o
 N

a
ka

m
a

ro
's re

b
e

llio
n

 o
ccu

rs; p
ro

d
u

ctio
n

 o
f o

n
e

 m
illio

n
 m

in
ia

tu
re

 p
a

g
o

d
a

s sta
rte

d

藤
原
仲
麻
呂
の
乱
、
百
万
塔
を
つ
く
り
始
め
る

P
rie

st D
ō

kyō
 fa

lls fro
m

 p
o

w
e

r

道
鏡
が
失
脚
す
る

Y
ō

b
a

i P
a

la
ce

 co
m

p
le

te
d

楊
梅
宮
が
完
成
す
る

A
n

 L
u

sh
a

n
's re

b
e

llio
n

 b
re

a
ks o

u
t in

 T
a

n
g

唐
で
安
禄
山
の
乱
が
お
き
る

C
a

p
ita

l m
o

ve
s to

 N
a

g
a

o
ka

長
岡
京
に
都
を
移
す

C
a

p
ita

l m
o

ve
s to

 H
e

ia
n

平
安
京
に
都
を
移
す

R
e

tire
d

 E
m

p
e

ro
r H

e
ize

i m
o

ve
s to

 th
e

 N
a

ra
 p

a
la

ce

平
城
太
上
天
皇
が
平
城
京
に
移
る

R
e

tire
d

 E
m

p
e

ro
r H

e
ize

i d
ie

s

平
城
太
上
天
皇
が
死
去
す
る

A
b

a
n

d
o

n
e

d
 N

a
ra

 ca
p

ita
l re

ve
rts to

 rice
 p

a
d

d
ie

s b
y th

is tim
e

こ
の
こ
ろ
平
城
旧
京
の
道
路
は
荒
れ
て
水
田
と
な
る

奈 　 良 　 時 　 代 　 N a r a  P e r i o d 平安時代　Heian Period

藤 原 不 比 等（659-720）Fujiwara no Fuhito

山 上 憶 良（660-733）Yamanoue no Okura

大 伴 旅 人（665-731）Otomo no Tabito

長 屋 王（676 （または684） -729）Prince Nagaya 桓 武 天 皇（737-806）Emperor Kanmu

聖 武 天 皇（701-756）Emperor Shōmu

光 明 皇 后（701-760）Empress Consort Kōmyō

孝 謙・称 徳 天 皇（718-770）Empress Kōken

道 鏡（-772）Priest Dōkyo

藤 原 仲 麻 呂（706-764）Fujiwara no Nakamaro

吉 備 真 備（693-775）Kibi no Makibi

鑑 真（688-763）Priest Jianzhen（Ganjin） 最 澄（766-822）Priest Saichō

空 海（774-835）Priest Kūkai行 基（668-749）Priest Gyōki

大 伴 家 持（718-785）Otomo no Yakamochi

平 城 天 皇（774-824）Emperor Heizei
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所在地　Location

大阪上本町

大阪阿部野橋

大極殿

近
鉄
橿
原
線

大阪難波

奈良文化財研究所 仮設庁舎
Temporary Headquarters
630-8577　奈良市佐紀町247番1
研究支援推進部 総務課  Tel.0742-30-6733　Fax.0742-30-6730
 連携推進課  Tel.0742-30-6753　Fax.0742-30-6750
企画調整部 文化遺産部　埋蔵文化財センター
   Tel.0742-30-6733　Fax.0742-30-6730
都城発掘調査部（平城地区） Tel.0742-30-6832　Fax.0742-30-6830
247-1, Saki-cho, Nara City 630-8577 Japan

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 Imperial Palace Sites Investigations（Asuka/Fujiwara）
634-0025　橿原市木之本町94-1
Tel.0744-24-1122／ Fax.0742-21-6390
94-1, Kinomoto-cho, Kashihara City 634-0025 Japan

飛鳥資料館
Asuka Historical Museum
634-0102　奈良県高市郡明日香村奥山601
Tel.0744-54-3561／ Fax.0744-54-3563
601, Okuyama, Asuka Village, Takaichi County, Nara Prefecture 634-0102 Japan

ホームページ http://www.nabunken.go.jp/asuka/
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平
へ い

城
じょう

京
きょう

と平
へ い

城
じょう

宮
きゅう

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。
平城京の正門である羅城門から平城宮の正門である朱雀門まで約75メートル幅の朱雀大路が通じ、
そこには柳や槐

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1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、この平城京と平城宮の調査研究は欠かすことができません。

1

9

3

7

11

2

6

10

4

8

15

1 朱
す

雀
ざく

大
おお

路
じ

Suzaku Avenue
5 式

しき

部
ぶ

省
しょう

Ministry of Personnel Affairs
9 大

だい

嘗
じょう

宮
きゅう

Great Thanksgiving Service Hall
13 遺

い

構
こう

展
てん

示
じ

館
かん

Excavation Site Exhibition Hall

2 朱
す

雀
ざく

門
もん

Suzaku Gate
6 中央区朝

ちょう

堂
どう

院
いん

Central State Halls Compound
10 第二次大

だい

極
ごく

殿
でん

Latter Imperial Audience Hall
14 東院庭園

Garden at Eastern Palace

3 壬
み

生
ぶ

門
もん

Mibu Gate
7 第一次大

だい

極
ごく

殿
でん

Former Imperial Audience Hall
11 内

だい

裏
り

Imperial Domicile
15 平

へい

城
じょう

宮
きゅう

跡
せき

資
し

料
りょう

館
かん

Nara Palace Site Museum

4 兵
ひょう

部
ぶ

省
しょう

Ministry of Military Affairs
8 東区朝

ちょう

堂
どう

院
いん

Eastern State Halls Compound
12 宮

く

内
ない

省
しょう

�（推定）�
Ministry of the Imperial Household (presumed)

16 奈良文化財研究所（仮設庁舎）
Temporary office of Nara National 
Research Institute for Cultural Properties

特別史跡�平城宮跡
The�Nara�Palace�Site,�a�Specal�Historic�Site
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南東上空からみた飛鳥資料館
　飛鳥資料館は飛鳥時代と飛鳥地域に関する総
合的な博物館として、1975年３月に開館した。
2015年は開館40周年の記念すべき年である。
　手前の大きな屋根が飛鳥資料館。谷口吉郎氏
によるモダンな外観は、40年を経てなお魅力
的。広い庭園には亀石等飛鳥の石造物の模造が
点在し、なかでも噴水が再現された須弥山石は
当館を象徴するモニュメントとなっている。

 Aerial view of the Asuka Historical Museum from 
the southeast

� e Asuka Historical Museum opened in March 
1975 as a comprehensive museum concerned with 
the Asuka period and region. � e year 2015 deserves 
commemoration as the 40th anniversary of its open-
ing.

� e large roof in the foreground is the Asuka His-
torical Museum. � e modern appearance of the de-
sign by Taniguchi Yoshirō retains its charm even with 
40 years’ passing. � e spacious grounds are dotted 
with replicas of the Kameishi (Tortoise Stone) and 
other stone objects of Asuka, among which the Mt. 
Sumeru stone, reconstructed as a working fountain, 
is a monument serving as symbol of the museum.  
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