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昭
和
3
5
年
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宮
跡
第３・４・５
次
発
掘
調
査
概
要

昭
和
3
5
年
度
に
おけ
る特
別
史
跡【
平
城
宮
跡
】の
発
掘調
査
は
、３
次
か
ら

５
次
に
及
んだ
。第３
次
調
査
は
、発
掘調
査
事
務
所
建
設予
定
地の
調
査で
、

４
月１
囗
か
ら５
月
1
4
日
に
わ
たり
国
有
地
内の
東
北
隅の
地
点７
ア
ール
を調

査
し
た
。第４
次
調
査で
は
、
通
称一
条
通
りの
北
側で
第２
次
調
査
地
域の
東

側
に
あ
た
る水田２４
.５ア
ール
を７
月
９
日
か
ら
1
0
月
2
0
日
まで
に
調
査
、
第５

次
調
査
は
さ
ら
に
東
方へ
進
んで
、
第４
次
調
査
地
域
と
道
路
をへ
だて
た１４
.５

ア
ール
の
水田
地
域
を
1
1
月
2
1
日
か
ら３
月
1
0
冂
に
わ
たっ
て
調
査し
た
。
通
算

す
れ
ば
、
総
発
掘面
積４７
.７ア
ール
、調
査
日
数に台
日
と
な
る
。

第
３
次
調
査

現
場
事
務所
建
設予
定地
で
は
、大正
1
3
年
の平
城
宮跡
保存
整備工
事
の
際
、

敷
地
東辺
气
中
央に
角
柄
穴の
あ
る方
4
5
m

の
凝灰
岩
小
礎石
が
、
南北
に２

列
に
なっ
て５
個発
見
さ
れて
い
る
。し
かし
礎石
の
大
き
さ
が
極
めて
小
さい

こ
と
、そ
の
配
置
間
隔
も狭
いこ
と
な
どか
ら、こ
れ
が
どの
よ
うな
建
物
の
辿

跡
で
あ
る
か
は
全
く予
測
し
得
な
かっ
た
。
今回
の
調
査
は
、こ
れ
らの
礎石
を

再
確認
す
るこ
と
か
ら始
め
た
。その
う
ちの
殼
南の
礎石
は
、
戦
時
中の
国
有

地
内
の
耕地
化
の
た
め破
壊
さ
れ
たら
し
く
。わ
ずか
に
断
片
が
残
る
ば
か
りで

あっ
た
が
、他
は
よ
く
保存
されて
い
た
。
そこ
で
こ
の
附近
を
精
査
す
る
と
、

建
造
物
研
究
室・

歴
史
研
究
室・
古考建
文書古築

こ
れ
ら
の
礎
石
に
対
し
て
、
バーｍ
西
に
方
6
0
m
の
凝灰
岩
礎
石
の
据
えっ
け
痕
跡

が
。
根
固
石
を
と
も
な
う
掘
り
か
た
に
よ
っ
て
５
個
所
発
見
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ

の
西
２ｍ
に
は
、
凝灰
岩
切
石
で
構
築
さ
れ
た
巾
4
0
m
の
清
か
南
北
に
通っ
て
い

た
。
検
出
さ
れ
た
礎
石
跡
は
大
き
さ
も
か
な
り
あ
り
、
柱
間
寸
尺
は
桁
行
約
４ｍ

間
隔
で
あ
る
か
ら
回
廊
の
如
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
西
方
の
清
は
雨
落
清
と
し
て

適
当
で
あ
る
。
す
る
と
さ
き
の
２
列
の
小
礎
石
を
中
心
に
し
て
、
現
在
道
路
と
な

っ
て
い
る
東
の
部
分
に
も同
じ
よ
う
に
根
固
石
を
と
も
な
う
凝
灰
岩
礎
石
列
と
凝

灰
岩
切
石
溝
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
が
、
あ
い
に
く
礎
石
列
に
あ
た
る
所
は
、

大
正
年
間
の
史
蹟
保
存
工
事
で
作
ら
れ
た
周
清
に
よっ
て
破
壊
さ
れ
て
お
り
、雨

落
清
は
道
路
の
中
央
に
当っ
て
い
るの
で
い
ず
れ
も
調
査
す
る
に
至
ら
な
かっ
た
。

こ
の
東
西
を
清
で
限
り
、
基
壇
上
の
根
固
石
を
と
も
な
う
礎
石
を
回
廊
の
柱石
に

あ
て
、
中
央
２
列
の
小
礎
石
を
築
垣
の
柱
石
と
み
れ
ば
、「
年
中
行
事
絵
巻
賭
弓

の
図
」
に
ふ
る
よ
う
な
築
垣
の
両
側
を
廊
と
し
た一
種
の
複
廊
が
想
定
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
。
梁
間
％一
尺（
7
.
8
m

）桁
行
柱
間
寸
尺
1
3
尺［
い］ｍ
）の
複
廊
で
、
普
通
な

ら
ば
連
子
窓
が
連
続
す
る
棟
下
柱
通
り
を
巾
５
尺
程（
一心ｍ
）の
厚
い
土
塀
と
し
た

形
式
で
、
築
垣
廊
と
て
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
廊
の
西
で
は
３
棟
の
掘
立
柱
の
建
物
を
発
見
し
た
。
東
の
建
物
は
、
梁
間

２
間
の
南
北
棟
で
、
桁
行
は
南
よ
り
の
４
間
分
を
確
認
し
た
が
北
妻
は調
査
区
域
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第３・６次発掘地域突測図第１図
外
に
延
びて
い

て
、
全長
を
知

り
得
な
か
っ

た
。柱間
は３

ｍ
の
等
圓で
あ

る
。他の
２
棟

は
、南
北
に
並

列
して
建て
ら

れ
た７
間×
４

間
、９
間×
２

間
の
東西
棟の

建
物で
、
前
者

は５
間
の
身
舎

の
４
面
に
庇
を

もっ
もの
で
あ

る
。こ
の
２
棟

の
建
物
に
は
、

中
央
棟下
通
り

に
浅
く小
さ
い

掘
立
柱の
掘
り

か
た
があっ
て

床
束の
痰
跡
と

み
られ
、
と
も

に
床
張
り
の
建
物
と
推
定
し
た
。柱
は
残
存
す
る
柱
根で
は
径
3
5
m

ほ
どで
あ
る
。

とこ
ろ
で
掘立
柱
の
掘
り
か
た
か
ら見
ると
、こ
の２
棟の
建
物
は
、最
初
桁

行
梁
行
と
もに３ｍ
等間
の９
間ｘ
４
間
の
姓
物の
前面
に、
同
じ
柱間
の９
間

ｘ
２
間
の
細
殿
を配
置
す
る
計画
で
あつ
た
とみ
ら
れ
る
が、
北の
建
物で
は
、

東西
両
端の
掘
り
か
た
に
柱
を
たて
た形
跡
が
な
く
、
途中で
計画
の
変更
が
あ第２図　築　垣　回廊
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第３次発掘,測在7 1nl〉く４闘建物第３図

つ
だ
ら
し
卜
．そ

れ
は
身
舎
に
あ
た

る
府
行５
間
分
の

桂
間
を
い］ｍ
等
間

に
ひ
ろ
げ
、
周
囲

に
３ｍ
等
間
の
㈲

を
廻
し
て
桁
行
全

体
と
し
て
は９
間

を
７
閧
に
改
め
た

も
の
で
、
残
存
し

て
い
る
柱
根
が
、

桁
行
外
方
の
柱
ほ

ど
掘
り
か
た
の
中

央
に
な
く
、
片
よ

っ
て
い
る
の
は
そ

の
た
め
と
み
ら
れ

る
．一
方
、南
の
建

物
は
計
画
通
り
３

ｍ
等
聞
の
９
間ｘ

２
閧
で
建
て
ら
れ
．

ま
たこ
の
２
棟の
建
物の
東
妻
よ
り
約
1
.
8
m

東
に巾
3
0
m

の雨
落
溝
が
あ
り．
建

物に
応
じて
曲折
して
い
る・
従っ
て
こ
の
両
者
が
密接
な関
連
を
もっ
て
い
た

こ
と
は明
らかで
あ
る
が
、
そ
れ
が
普
通の
主
屋
と
細殿
に
おけ
るよ
うな
柱
列

の一
致
を
わ
ざ
わ
ざ
乱
し
て
い
る
点
は
不
審
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。な
お
北
の

建
物
の
西
南
隅
の
掘
立
桂
掘
り
か
た
に
重
なっ
て
、
そ
れ
以
前
に
掘
ら
れ
た
径

2
0

り］ｍ
、
深
さ
約
３ｍ
の
掘
穴
を
発
見
し
た
。
内
部
に
何
の
施
設
も
残
さ
な
い
が
、

お
そ
ら
く
井
戸
と
し
て
掘
ら
れ
た
も
の
が
、
の
ち
に
建
築
に
あ
たっ
て
川
め
ら
れ

た
と
推
定
さ
れ
る
。

発
見
遺
構
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
に、想
い
起
す
の
は
昭
和
2
9
年
１
月

の一
条
道
路下
遺
跡
の
発
掘
で
、
そ
の
際
朿
鈎
に
の
び
る２
時
期
の
捐
立
陂
り
廊

と
、
そ
れ
に
お
く
れ
た
時
期
に
造
営
さ
れ
た
凝
灰
岩
礎
石
を
用
い
た
廊
の
発
見
で

あ
る『二
』れ
ら
の
遺
構
にっ
い
て
に
当
時
い
ず
れ
も
復
廊
の
如
き
も
の
と
推
定
さ

れ
、
宮
城
の
か
な
り
北
方
の
地
区
に
ま
で
、
大
規
模
な
建
物
が
建
ち
並
ん
だ
こ
と

を
示
し
た
点
で
、
大
き
な
成
果
を
収
め
た
の
で
あ
る
が
、一
部
の
発
掘
だ
け
で
は

廊
の
区
劃
を
知
る
に
至
ら
な
かっ
た
　と
こ
ろ
が
今
回
の
発
掘
結
果
か
ら
見
る
と
、

徽灰
岩
を
用
い
た
第
３
番
目
の
遺
構
は
中
央
に
小
礎石
が
あ
り
、
今
回
発
掘
さ
れ

た
築
垣
廊
と
全
く
同
様
の
規
模
を
もっ
て
お
り
、一
連
の
廊
と
考
え
ら
れ
る
。
さ

ら
に
こ
れ
を
大
正
1
3
年
に
大
剛
毆
四
北
方
約
｝呂ｍ
で
発
見
さ
れ
た
類
似
の
小
礎

石
列
や
、
大
極
殿
北
方
約
6
0
m

の
地
点
り
凝
灰
岩
切
石
で
構
築
し
た
溝
と
結
びつ

け
る
と
、
東
西
約
｝Ｘ
ｍ
、
南
北
約
にＳ
ｍ
ほ
ど
の
区
域
を
築
垣
回
廊
か囲
っ
た
も

の
と
想
定
さ
れ
勺
　こ
の
よ
う
な
築
垣
回
廊
を
め
ぐ
ら
す一
郭
と
し
て
は
平
安
宮

の
内
裏
の
内
郭
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
規
模
も
こｘ
に
想
定
さ
れ
る
も
の
と
ほ

三定
す
るこ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。そ
う
す
る
と
平
安
宮
内
裏
が
朝
堂
院
東
北
方

に
位
置
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
平
蚊
宮
で
ば
、
剥
堂
院の
正
北
方一
二
さイ
拙一・‐
‘。｝

て
内
裏
が
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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平
城
宮
跡発
掘訓
査
概嬰

第１閥　第･球火発掘地城令景

今
川
の
調
査
地
域
は
．
わ
ず
か８．７ア
ー
ル
で
あっ
た
が
、
提
起
さ
れ
た
問
沺
ば

は
な
は
だ
大
き
く
、
内
裏
の一
劃
を
想
定
す
る
に
至っ
た
　従
来
内
裏
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
は
今
回
想
定
し
た
地
域
の
西
側
で
、
朱
ぶ
大
路
の
正
而
、
宮
域
の
ド

度
中
央
に
あ
た
る
が
、
そ
の
地
域
の
発
掘
調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
当
否
を
き

め
難
い
．
従っ
て
現
在
の
我
々
の
想
定
も
ご
く
小
範
囲
の
知
見
に
も
と
ず
く
の
で

あ
る
か
ら
、
決
定
的
な
こ
と
は
今
後
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
．
し
か
し
、
平
城
尚‥

全
体
と
し
て
も
重
嬰
な
内
裏
の
位
置
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
周
辺
の
今
後

の
洲
査
．が
よ
り一
川
期
待
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
．
な
お
、
発
捌
調
査
小
務
所
は
、

辿
構
保
存
の
た
め
に
、
細
殿
に
あ
た
る
附
近
の
捌
立
札
列
を
さ
け
て
建
設
し
た

（
工
膝
圭
嗔
）

第
４
・
５
次
調
売

調
査
地
域
ぱ、
迦
称
アｙ
汕りの
北
側
气
第２
次
詢査
地
域の
東
側
をし
め
、

嘔
城
穴
全域
からみ
る
と
、平
城
官中
軸
線の正
北
方
の
地
域
に
あ
た
り
、
前
述

し
た
よ
うに
、

’一ｘ
は
ま
た
従
来
内
裏
と
考
え
ら
れ
た地
域
の
す
ぐ
北
に
位
置
す

る
　調
表面
積
は
3
9
ア
ール
に
達し
、
礎
盤風
に石
を用
い
た１
㈱を
除
いて
、

す
べて
拙
立
杜
か
ら
な
る
建
物
遺
構
を
2
5
棟
、２
条の
溝
、石
敷、
そ
の
他
廃
棄

物
処
理
の
た
めの
土
箴
な
ど
を発
見
し
た
。こ
れ
らの
遺構
は
、最
低３
回
に
わ

た
る
築地
作
業
を示
す
上
川
の
い
ずれ
か
ら
も検
出
さ
れ
、
各
の々
土
川
に
おい

て
も
上下
に
重
複し
あっ
て
い
る『
そ
の同
位
や
掘立
院
倡り
か
たの
重
な
りな

ど
を
検討
し
た
結果
、こ
れ
らの
遺構
の
造
営を８
期
に
分っ
こ
と
が
出
来
た
。

以下
、
造
営
期
ごと
に
遺
構
を
ま
と
め
、順
を
おっ
て
述
べ
る
。

１
期
　調
査地
城の
中
央でｘ
北
よ
り
に
、東
西
に
走
る幅
約１ｍ
の
浅
い
溝

21
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1
4
1

の
あ
る
時
期
で
あ
る
。
清
底
の
流
砂
は
わ
ず
か
に
認
め
ら
れ
る
程
度
で
、
溝
と

し
て
の
存
続
期
間
は
永
く
な
かつ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
地
域
内
で
は
、

こ
の
時
期
に
造
営
さ
れ
た
建
築
遺
構
は
検
出
し
て
い
な
い
。

Ⅱ
期Ｉ
Ｉ
期
の
溝
を
埋
め
立
て
る
と
と
も
に
、
第５
次
調
査
地
域
の
東
半
に
厚

さ５
ｍ
程
度
の
土
盛
り
が
行
わ
れ
る
。こ
ｉ
に
造
営
さ
れ
た
建
物
は
２
棟
あ
り
、

１７６は９
間
×
２
閧（
柱
間
各
約
３ｍ
）の
身
舎
に
、
柱
間
約
３ｍ
の
廂
が
東
西
両

側
に
つ
い
た
南
北
棟
の
建
物
、
２０５は
梁
間
２
間
に
桁
行７
間
以
上（
柱
間
各
約３

ｍ
）の
南
北
棟
の
建
物
で
、
南
妻
は
調
査
地
域
外
に
の
びて
い
る
。
そ
の
他
に
、

約
６ｍ
をへ
だ
てｘ
並
行
す
る
南
北
方
向
２
列
の
椢
状
の
柱
列
１６７ 
（
柱
間
各
約３

ｍ
）も
、
こ
の
期
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅲ
期－
調
査
地
域
の
北
よ
り
を
東
西
に
走
る
清
１２６％
あ
る
。
こ
の
溝
はｎ
期

の
｝ぶ
建
物
廃
絶
後
、
Ⅳ
期
の
土
盛
り
以
前
に
掘
ら
れ
た
も
の
で
Ⅵ
期
まで
存
し

て
い
る
。
Ⅳ
期１
こ

れ
迄の
遺
構

を
おｉつ
て

全域
に
わ
た

り厚
さ
1
0
丿

程
度の
土
盛

り
が
な
さ
れ

そ
の
上面
に

造営
の
行
わ

れ
た
時期で

あ
る
。調
査

地
域
の
南
端

に
近

く
拳

大
の礫

を
敷き並

べ
た
溝

状
の
石
敷

第５図　第５次発掘地域企景

が
東西
に
走っ
て
い
る
が
、こ
れ
は
第２
次
調
査のＡ
群
の石
敷の
東へ
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平
城
宮
跡
発
掘
調
査
概
嬰

第２・４・５次発掘地域実測図第６図

の
延
長
に
あ
た
る（
年
報１９６０参照
）。
建
物
遺
構
と
し
て
は
、２
間

［
柱
開
各
約
９７］ｍ
）〉（
５
間（
柱
開
各
約３
ｍ
）の
身
舎
に
、
柱
間

約
い］ｍ
の
廂
が
南
北
にっ
く
東
西
棟
の
建
物｛
召
と
、
第
５
次
調

査
地
域
で
検
出
し
た
が
。
そ
の
主
要
部
分
が
東
方
の・調
査
地
域
外

に
延
び
る２
棟
が
あ
る
。
２１３
は
南
北
２
間（
柱
間
各
約
３ｍ
）

で
、
東
西
に
長
い
建
物
、２呂
は
柱
聞
３
ｍ
の
廂
部
分
の
み
を
検

出
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
現
状
で
は
妻
通
り
を
確
定
し
得
な
い
の

で
。
棟
の
方
向
は
き
ま
ら
な
い
。

第
５
次
調
査
地
域
で
は
、
ほ
か
に
整
地
面
上
に
い
くっ
か
の
不

規
則
な
形
を
し
た
土
款
が
う
が
た
れ
て
い
る
。
中
央
附
近
に
位
置

す
る
土
埴
２１９
は
東
西
約
４ｍ
南
北
約
６ｍ
ぼ
さ
約
１．５ｍ
で
、
土

器
片
、
木
片
。
自
然
遺
物
な
ど
を
合
ん
だ厚
さ
約
0
｡
4
m

の
堆
砧
川

が
底
に
あ
る
。
こ
こ
か
ら
後
述
す
る
木
簡
類
を
発
見
し
た
。

Ｖ
期‐‐
第４
次
調
査
地
域
で
４
棟
、
第
５
次
調
査
地
域
で
４
棟
、

計８
棟
造
営
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
ま
ず
１９４
-１８６
-１１２
の３
棟

は
妻
を
揃
え
て
並
行
す
る
東
西
に
長
い
建
物
で
、
そ
の
北
東
に
あ

る
１７７
は
南
北
に
長
い
。
す
べ
て
柱
問
約
３ｍ
、
梁
間
２
間
桁
行

７
間
の
身
舎
を
も
ち
、１８６は
そ
の
南
北
両
側
に
、１７７は
そ
の
西

側
の
南
よ
り４
開
分
に
廂
が
っ
く
。
第
５
次
調
査
地
域
の
４
棟

２０９
-２０６
-２１３
-２０１
で
は
東
西
２
間
南
北
７
間（
柱
間
各
約
３ｍ
）

の
２０９
建
物
の
ほ
か
は
、
そ
の
大
部
分
が
調
査
地
域
外
に
延
びて

い
てヽ

詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
建
物
は
、一
部
ほｙ
　
2
3

同
規
杖
で
改
築
さ
れ
て
い
る
。こ
の
改
築
に
伴
っ
て
、
｝司
の
西

犀一 丁 ‾∩　　　　　　　176　　　　　 三

N　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126　　　　　-･-９一一-ｅ-　　　　126A　　 ここ’..　　゙`゚‘̈ lllこここここ匸ご　:こ 岨－　　 （　 弓 匸 －

ノ ベトＯ母ぶ.
も
Ｏ
ぶ
今43　°　　渭　－　　　　　　　　，

......０゙ 　　　　　　　　　19腱　　　180　　　　　　
141”`　::こここに::ここ:こ　　　．１．．．ここ:二::　`　　　゙:二:　’-

140 
″　

訌 凱≒ コ 仕 出

６　　　て3　　’口う　　　0―<z>―o　　　　3238
t8　　　　湮　　　‾

ａ
‾
ｅ
‾
ｅ　　

’‾　　ｏ‾ｅ゙‾゚‾゚‾ｅ‾岫

．　
：つ 長　　　jt　　　

ル　 回?　
レ

li　

ﾙ

ｍ　 ヤ ぼ ‾‾９̈
へ14 ‾

＿
’131ﾌﾟﾔﾆ|| =　 こ ｻﾞｾ

ﾌﾟ
匸 ］11

ｻ
ヰﾆ ﾌﾞ ず 二 二



奈
良
国
立
夊
化
財
研
究
所
年
報

卩井弟７図
廂

、

Ｅ

Ｊ

の

南

廂

ぱ

と

り

は

ら

わ

れ

、

１
１
２

は

約

５

ｍ

北

へ

ず

ら

し

。

‘；
―
・
‘（
χ
）

Ｈ

Ⅲ
2
｡

ｍ

の

南

北

２

問

東

西

６

問

の

建

物

｝
応

と

と

り

か

え

ら

れ

て

にい

る

。

他

の
４
陳
は
こ
の
改
築
後
も
、
そ
の
ま
Ｘ
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
１７７
　
･
　１９４
　
･
　１８６
の
３
棟
の
建
物
に
か
こ
ま
れ
た
地
域
に
大
き
な

上
演
｝曽
が
う
が
た
れ
て
い
る
。
特
に
｝司
の
西
廂
が
こ
の
土
演
の
た
め
北
側
に
の

び
て
い
な
い
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
、
あ
る
い
は
池
で
ぱ
な
か
つ
た
か
と
も
思
わ
れ
る

圉
よ
’りで
発
見
し
た并
パ

ぶで
に、
深
さ
約２ｍ
一
辺
約３ｍ
の
方形
に
近
い平

而
の
掘り
か
たの
な
か
に
、
長
さ
約
パーｍ
、
幅
約
3
0
m

、け
さ約９
四の
材
を内

2‐
1

法
約
2
.
1
m

の
せ
卜ろ
型
に
組
み
、
この
木
降
を
重
ねて
囗
違
梢で
と
め几
尸
際
と

し
た
もので
下
段３
段
分
か
残っ
て
い
た
、こ
の
材
に
はそ
れ
ぞ彑
従底
南
匸

「
従
眤
南二
」「
南三
」。

Ｗ

「
北
コ一「
北
二
」
…
。

「
朿
二
…
…
、「
西

二
等
の
番
付
が
墨
書

さ
れ
て
い
る
、
地
衣
而

と
の
関
係
で
当
初
は
1
0

段
ほ
ど
あ
っ
た
も
の
と

推
定
さ
れ
る
、
こ
の
Ｖ

川
は
第
２
次
調
査
の
Ｂ

・
Ｃ
群
に
対
比
す
る
も

の
で
、
第
５
次
発
掘
調

査
販
扣
の
Ｖ
・
Ⅵ
共
と

し
た
も

Ⅵ
刈
　Ｖ
期
の
姓
物

の
廃
絶
後
、
３
陳
の
建

物
が
逃
営
さ
れ
て
い

入气
　旨
｝
は
５
間ｘ
２

間
こ
に間
各
約
い］ｍ
）の

斗
舎
に
3
.
6
m

の
北
廂
と
ＩＥ
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井戸枠の番付第９図

い］ｍ
の
南
廂
の
っ
く
東
西
棟
の
姓
物で
あ
る
が
、
他
が
す
べ
て
掘
立
柱
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
ぼ
さ
5
0
m

程
度
の
掘
り
か
た
内
に
、
約
4
0
m

角
の
ヒ
而
の
胆
ら
な
不

檠
形
の
石
を
、
礎
盤風
に
す
え
て
い
る
点
が
注
意
を
ひ
く『
。
』β
は
５
圓
べ２
間

（
桂
閧
約
各
り）ｍ
）の
身
舎
の
東
内
に
3
.
6
m

の
廂
の
っ
く
南
北
棟の
建
物
で
あ
り
、

１８２は５
間
×
２
圓［
庄
間
各
約
り］ｍ
）の
身
舎
の
朿
に
、
約
3
.
6
m

の
廂
の
っ
く
南

北
棟
の
も
の
で
あ
る
。
第
２
次
調
査
の
Ｄ
群
は
こ
の
期
の
も
の
で
あ
る
。

Ⅷ
期
　Ⅵ
川
以
後
、
第５
次
調
査
地
域
全
域
に
わ
た
り
、
じ
さ５
？
1
5
m
の
土

盛
り
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
整
地
而
を
叨
っ
て
、
南
北
にＩ
列
に
な
ら
ぶ
桂
間

約
３ｍ
の
掘
立
桂
掘
り
か
た
２３３　
*あり
、
調
査
地
域
内
で
は
1
3
問
分
確
認
し
た
。

そ
の
四
に４
間（
昨
間
各
約
３ｍ
）べ２
間（
匯
間
各
約
いにｍ
）の
南
北
棟
の
建
物

２３６
'
£
あ
り
、
５
開（
柱
間
各
約
２ｍ
勹
、２
間（
匯
間
各
約
３ｍ
）の
屯
叫
棟
の
他

物１６６も
お
そ
ら
く同
期
の
もの
で
あ
ろ
う
。。

さ
き
の
掘
立
柱
列
か
ら
内
約
1
5
m

の
他
囲
は
、Ｕ
胡
まで一
棟
の
建
物
も
造
営

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
範
囲
が
朱
雀
門
の
正
北
方
に
あ
たっ
て
ぃ
る
こ
と

と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
部
竍
が
第
４
次
調
政
地
域
の
建
物
群
と
第
５
次
調
査

ド
域
冐
跖発
捐・調
査既
蹙

地
城の
建
物
群の
間
を
仕
切
る
道
路の
よ
う々
役
割
を
は
だして
来
たの
で
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る．
こ
の
地
域
にⅧ
期
に
なっ
て
初
めて
娃
物の
造
営．が行
わ
れ

る
と共
に
、
椢
が作
られ
たこ
と
＆
は
無
関
係で
あ
る
ま
い．

な
お
第４
次詞
泥
地
域
西
南
部分
か
ら
第２
次
調
査
地
域
南ヤ
に
かけ
て
、３

度
盛
土
か
な
さ
れて
い
る
、二一
の
盛上
のＬ
に
直接
造営
さ
れ
た
もの
はへ．回
の

調
査
地
域
内で
は認
め
ら
れ
な
かっ
た「
先
に
述
べ
た
柵列
及
び建
物
とこ
の
盛

土
との
時
間
的
な関
係
は明
ら
かで
な
い
が
、
盛上
以
後
も存
統し
たこ
と
ぱ確

かで
ある．
第２
次
調
査のＥ・
Ｆ・
Ｇ
群
がこ
の
時刻の
もの
で
あ
る．

Ⅲ
刻
　冐刻の
建
物
と
柵列
の
うえ
に上
器
を多
隘
に
含
ん
だ
堆
個川
の
あ
る

浅
い
端
を
検出
し
た．
こ
れ
と同
時
期
とみ
なし
吋
る
遺構
は
な
い
　た
Ｖゞ
刈

の
垰戸
１６８
はこ
の
頃
まで
使用
さ
れて
おり
、Ⅷ
關
を
あま
りへ
だ
た
ら
ぬこ

ろ
に
際
組の
４
段目
以
上
を
と
り
は
ら
い
、４
本の
隅
柱
と２
段以
上の
胴
貫
か

ら
な
る賜の
外
に
側
仮
を
立て
な
ら
べ
た
、内
法
約１ｍ
秤
度の
もの
に
改
造し

て
い
る．
な
お、こ
の
井
戸
の
砕
材
に
は
、一
部
に長
押
、陲
な
ど
建
物の
古
吋

が
転用
さ
れて
い
る．

｝』れ
らの
遺
構
に
と
も
なっ
た
遺
物
に
ぱ、
木
簡、
木
器
、
漆
製
品
、上
器
．

瓦
類．
自
然
遺
物
な
ど
が
ある．

木
簡
は
、そ
の
他の
遺
物
と共
にＷ
期
の
上
壌
に冨
から
倹
出
、
細
片
を合
め

て
3
8
点
、
う
ち天
平
宝
字
六
年
銘の
もの３
点
、同
５
年
銘と
推
さ
れ
る
もの１

点
が
あ
る．
木
簡
は
、記
秡内
容
か
ら推
定し
た用
途
と、形
態
か
ら
考
え
られ

る使用
方
法
が一
致し
て
、
次の３
類
に分
け
ら
れ
る『
．
へＡ
』物
資の
支
給
を

求
め
る
請
求文
書で
、
短冊形
の
木
材
を用
卜て
い
る．（
Ｂ
）
諸岡
の
調
の
輸

2
5

物
にっ
け
ら
れ
た荷
札で
、ヒ
下
瑞のμ
た‥に
切
缺
き
をつ
け
、そ
の
部
分で
紐
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がけ
し
た
も
の
と
、下
端
を
尖
らせ
た
もの
ｋ２
種
が
あ
る
。こ
れ
は貢
進
ま
た

は
保管
に
さ
い
して
の
包
装
方
法の
違
い
にょ
る
もの
と
考
え
ら
れ
る
。（
Ｃ
）

前
の２
種
と
は
異っ
て
い
る
が
、原
形
が不
明
で
、
落
書風
の
内
容の
もの
や万

葉
仮
名で
記
し
た
も
の
な
ど
が見
ら
れ
る
。こ
の
ほ
か
に
、木
簡の
削
り屑
が相

当
数み
ら
れ
、
紀
年
銘の
あ
る
もの
も
あ
る
。こ
の
削
り屑
の
存在
や
、
そ
の
他

の
辿
物の
遺
存
状況
か
らみ
る
と
、こ
の
木
簡
を出
土
し
た土
鳩は
、比
較的
短

期間
に用
い
ら
れ
た
当
時の
ごみ
す
て
場
で
あっ
た
と
考え
ら
れ
る
。

土
器
類
は
、
旌
釉
陶器
、須
恵器
、土
師器
の３
種で
あ
る
が
、土
師器
が最

も
多
量で
、
施
釉
陶器
が微
量
で
あ
るこ
と
、器形
も杯
、椀
、皿
の
類
の
供
胼

形
態の
もの
が
多
いこ
と
な
ど
は
、こ
れ
まで
と同
様で
あ
る
。こ
れ
らの
土
器

類
は
、
木
簡
に
伴
出し
た一
群
や
、Ⅷ
期
の
遺
構の
土
器
の
よ
うに
、使用
年
代

に一
つ
の
規
準
を与
え
る
と共
に
、８
世
紀
後半
か
ら９
世
紀に
かけて
の
編
年

的研
究
を
。一
歩
前
進せ
し
め
る
基本
資料
と
な
る
もので
あ
る
。

な
お
土
師器
に墨
書の
あ
る
もの
が数
点検
出
さ
れ
た
。そ
の
う
ちに
は写
経

字風
の
達
筆で「
弁
坑
勿
他
人
者
」と
、「
弁
沾
勿
他人
取
」
と
か
い
た杯形
土

器
が
あっ
て
、
土器
の
用
法
を示
唆
す
る興
味
あ
る
もの
が
あ
る
。

木
器
に
は箸
、匙
、
曲
物の
底板
な
ど
があ
り
、そ
の
他
漆
塗り
の
網
状
製
品
、

桧皮
、木
炭
、そ
れ
に
く
るみ
や藤
の
実
の
サ
ヤ
な
どの
自
然
遺物
が
出
土し
て

い
る
。

瓦
類
に
は
特
に
著し
い
もの
をみ
ない
が、
Ⅲ－
Ⅳ
期
の
閧
に
行
わ
れ
た土
盛

りの
な
か
か
ら
、厚
手
の
坊
を
数十
個一
群で
発
見
し
たこ
と
は
、こ
の
種の
坊

がⅢ
期以
前
に
さ
かの
ぼ
るこ
と
を示
す
点で
重要
で
あ
る
。

以
上
3
5
年
度の
発
掘調
査
によっ
て
明
ら
かに
なっ
た
点
を要
約
す
る
と
、

墨書土師器埃第10図

一
、
第３
次調
査で
検

出
し
た
築垣
廊
は
、昭
和

2
6

2
9
年
度
の
調
査で
検出
し

た
遺構
と一
連の
もので
、

こ
の
築垣
回
廊の一
郭
は

内
裏
と
推
定
さ
れ
る
。し

かし
、
昭
和
卯一
年
度に
検

出
し
た遺
構の
う
ちで
は

こ
の
築
垣
廊
が最
も
お
く

れて
造
営
さ
れ
た
もので

あ
るか
ら
、こ
の一
郭
を

内
裏
とし
て
も
、そ
れ
は

和
銅造
営
当
初の
もので

な
く、
む
し
ろ
そ
れよ
り

お
くれ
た
もの
と考
え
ら

れ
る
。
と
はい
え
今
回の

調
査
地
域
内で
は
、昭
和

2
9
年
度の
よ
う
な
遺構の

重
複
が
認
め
ら
れ
ない
か

ら、こ
の
地区
の
築
垣
廊
に先
行
す
る時
期
の
性格
につ
い
て
は
、将
来
に
大
き

な問
題
を残
して
い
る
。

二
、第４・
５
次
調
査の
結
果
、両
調
査
地
域の
中
央
に
あ
る
道路
ま
た
は
柵

に
よっ
て
、
遺
構
が
東西２
群
に分
れて
い
た
と
考え
られ
る
。東
群の
地
域
は

TjWW 蹕 琴T
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組
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一
部し
か調
査
して
い
ない
が、
木
簡の
出
土
に
よ
り
、こ
の
あ
た
り
に
宮
内
省

の
食料
をつ
か
さ
ど
る大
膳職
や
、大
炊
寮
に
かχ
わ
り
あ
る姓
物
が
あっ
た
と

推
定
さ
れ、
ブロッ
ク単位
に
ま
と
まっ
た
官庁
の
姓
物
群
とい
う点で
は
、平

安
宮古
図
と
も符
合
し
、
内
裏
の
位
置
の
問
題
と
も
かＩ
わり
を
もっ
。

平
城宮跡発
掘調在概蹙

三
、
さ
らに西
群の
姓
物
をみ
る
と
、
廈
よ
りす
な
わ
ち嘔
城
宮の
中
怡
線
に

のっ
た
道
路
ぞ
い
ほ
ど
、
身
舎の両
側
に
廟
をつ
叶
た
もの
が
多
く
、西
に
卜く

に
従っ
て
片
廂の
建
物
か
ら
、
さ
ら
に身
舎
だけ
の
簡単
なもの
に
な
る
傾
向
が

あっ
て
、ヤ
而
構
成のヒ
1
‐‐か
ら
Ｉ俳の
建
物
が
、川
途にょっ
て
使
い分
け
ら
れ

て
い
た・一
と
を
考
え
させ
る
。
ま
た
、こ
の
よ
う
な建
物
肘
と
、
第３
次
調
査
地

域
の
内
裏の
建
物
と
か比
較す
る
と
、内
裏建
物で
は
、入母
屋
造
りの
床
張
の

姓
物
が
、そ
の
前而
の
細
欧風
の
建
物
と
セッ
ト
に
なっ
て
建て
ら
れて
いて
、

官西
の
姓
物群
よ
り
は一
段
と
す
ぐ
れ
た
もの
で
あっ
たこ
と
が
推
定
さ
れて
、

こ
ｉ
に
も
ま
た両
地
域
の
建物
群
の
性
格の
違
い
を拷
え
させ
る
もの
が
あ
る
。

第四
に上
げ
られ
るこ
と
は
、木
簡の
発
見で
あ
る
。こ
の
木
倒
は
、そ
れ
に

伴っ
た
遺
構
や
遣
物の
実
年代
の一
点
を示
して
、
遺跡
の川
序分
類
に決
定的

な
役
割
を叭いす
点で
も重
。妛
なこ
と
は
勿
論で
ある
が
、
そ
れ
に
も
空して
、
　
こ

れ
まで
知
るこ
との
出
来
な
かっ
た平
城
富の
宮
廷
生
活
の一
端
を示
す
資料
と

して
、
高
く評
価
せ
ね
ばな
ら
な
い
。

調
査
の
結果明
ら
かに
なっ
た罰・構
と八
物
に
は
、
な
お
多
くの
問
題
を含
ん

で
、
こ
れ
か
らの研
究
に
待つ
とこ
ろ
が
多
い
が
、そ
れ
にして
もそ
の
性
格
と

年
代
に一
応
の
目
途
を得
たこ
と
ぱ、今
後の
調
査
に
とっ
て
大き
な成
服
と
い

う
べ
きで
あ
ろ
う
。

な
お
第５
次調
査
中
に
、本
調
査
り
手
以
来
、常
に
陣
頭で
指揮
を
と
られ
た

所
長
藤田
亮葷
先
生
が
、
に
わ
か
に不
帰
の
客
と
な
ら
れ
た。
今
後
先生
の
志
を

体し
て
調
査
に
精
進
す
るこ
と
を期
し
たい
。

（
坪
井
泌
尼・
田
中
　琢）

2
7

I" .゙ ' ･lｔ！丶　　　　　　　'l　　･I　　　　　　　　'･.' 
，'ｙt

｀....　　　　'　　　　・

〕=‘　　'‥　..‘･　　1'SQ.1‘"･丶i;,･･i･ I ,"lj,･　j'｀･･=-゛･.　≒
…
……
゛
…
……･i゙ ll

舞aiSI,･
……

… ………

鶸

難 鬚 圖 謳 顫 譫i｡

.　　?ｌ=髦………　…….………1･-..゛'I ･=゛2s'1………1.5 1ya
：　　la5‘.E'｜　……碵.ll§1

‘･S‘,. j･.j｀1……3……･-･ ･゛
GS 

k

… ………'q膕 曝 騨 ……...

．

鹵

,;'゙″゚ iS､SSS1　　　　
＝　　　

レ　　..'i ………S jl;
ｉ･･:.　j5 ｡i･,

４,.・　　　　　　－．=.･･密.'1.･'ａ:`..” ，1
………

?ri　.'
ｇ　゙ ″丶ａ .･●　　

｀　　●″j"　　･'…
……●.,'.' ･ ' ｙ

●／' .
l §S

……l` '`ヽ1-　li ｙ4詞゙゛i　 ・… ……
，　･iil l ｀..I　`'.‘'i………,…… …si=‘.'･　，.･-ヽ.I 'l=･-･- ．.`‘

･'　　･
●●　　　　　　　　　●` ●,　:黔丶　　　　　●･..　　　　　－　　●.･鳬･．．Ｉ　　　　　　　ｓ　㎜　　　　　　　　　■．　　　　　　　　　　　　．ｌ．


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10

