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二
、
発
掘
調
査
と
記
録
の
方
法

　
平
城
宮
跡
の
調
査
に
従
事
し
て
い
る
研
究
所
員
は
平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部
に
属

し
、
そ
れ
ぞ
れ
第
１
？
第
Ⅳ
調
査
室
・
保
存
整
理
室
・
資
料
調
査
室
に
わ
か
れ
て

お
り
、
考
古
学
・
建
築
史
学
・
文
献
史
学
・
庭
園
史
学
・
写
真
技
術
者
な
ど
の
各

専
門
分
野
を
合
せ
て
4
5
名
い
る
。
こ
れ
ら
の
調
査
部
員
は
実
際
に
は
殴
構
的
な
組

織
と
は
別
に
、
長
期
間
継
統
的
に
調
査
を
実
施
し
つ
つ
あ
る
現
状
に
対
応
し
て
、

発
掘
作
業
と
併
行
し
て
出
土
遺
物
及
び
記
録
類
の
整
理
作
業
、
ま
た
こ
れ
ら
の
成

果
に
基
い
た
様
々
の
研
究
を
行
う
た
め
に
、
別
の
組
織
を
構
成
し
て
い
る
。
現
在

発
掘
調
査
員
は
考
古
学
専
攻
者
を
中
心
と
し
て
３
班
に
編
成
し
、
常
時
そ
の
２
班

が
発
掘
削
‥
業
に
従
事
し
、
残
る
１
班
が
辿
物
整
理
作
業
を
行
う
こ
と
と
し
建
築
史

学
・
文
献
史
学
・
庭
園
史
学
専
攻
調
査
員
は
随
時
こ
れ
に
組
み
こ
む
こ
と
に
し
て

い
る
。

　
調
査
に
従
事
す
る
作
業
員
は
男
子
6
8
名
、
女
于
3
6
名
、
う
ち
8
3
名
が
発
掘
作
業

に
従
小
し
て
い
る
。
発
掘
作
業
員
は
作
業
長
１
名
、
副
作
‥
業
長
１
名
を
置
き
、
さ

ら
に
全
作
業
員
を
４
班
に
編
成
し
て
い
る
。
班
は
そ
れ
ぞ
れ
班
長
１
名
、
副
班
長

２
名
、
班
員
1
6
名
か
ら
成
っ
て
お
り
、
通
常
２
班
が
組
に
な
っ
て
１
個
所
の
発
掘

現
場
に
あ
た
り
、
常
時
２
個
所
で
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
残
る
2
1
名
は
女
子
の
み

で
、
遺
物
の
水
洗
・
処
理
・
記
録
な
ど
に
従
事
す
る
遺
物
整
理
作
業
員
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
作
業
員
は
か
つ
て
は
付
近
の
農
業
従
事
者
が
副
業
と
し
て
選
ん
だ
も
の

で
あ
っ
た
が
、
最
近
、
と
く
に
宮
域
内
買
上
げ
の
進
行
と
と
も
に
作
業
員
が
次
第

に
専
業
化
し
つ
っ
あ
る
。

６



　
発
掘
詞
点
は
原
則
と
し
て
而
情
？
呂
？
も
を
１
回
の
慨
・
位
と
し
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
の
経
験
に
よ
る
と
、
こ
の
広
さ
が
最
も
能
率
的
で
も
あ
る
し
、
成
沢
を
ま
と

め
る
の
に
も
最
も
効
田
ぺ
的
で
あ
る
。
こ
の
１
慨
位
に
対
し
て
、
先
に
述
べ
た
洲
査

ａ
の
６
名
内
外
か
ら
な
る
１
班
と
作
業
八
２
班
4
0
名
ほ
ど
が
発
掘
に
従
事
す
る
。

１
回
の
発
掘
の
際
排
除
す
る
土
址
は
約
２
.
０
０
０
　
i
n
’
以
上
に
達
し
、
す
べ
て
電
動
ベ

ル
ト
コ
ソ
ペ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
運
搬
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ト
ロ
ッ
コ
等
に
よ
る
運

搬
に
比
し
て
格
段
の
作
菜
能
率
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
宮
域
内
に
お
い
て

高
圧
電
線
を
計
画
的
に
配
線
し
、
い
か
な
る
場
所
で
も
電
動
殴
の
使
川
が
可
能
な

よ
う
に
し
た
。
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
は
埋
め
戻
し
に
一
部
使
川
し
て
い
る
が
、
排
土
に

は
二
切
使
川
し
て
い
な
い
。
か
つ
て
使
用
し
た
維
験
か
ら
す
る
と
同
位
が
乱
さ
れ

る
上
に
遺
構
面
に
も
影
斜
‥
を
お
よ
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
１
川
の
調
査
面
債
も
実
際
に
は
奈
良
時
代
の
遊
廓
詳
が
数
度
に
わ
た
り
重

複
し
て
い
た
り
、
ま
た
時
代
の
異
な
る
遺
構
が
あ
っ
た
り
し
て
、
実
質
的
に
数
倍

に
お
よ
ぶ
場
介
が
首
題
で
あ
る
。
　
調
査
の
期
間
は
普
通
２
.
５
ヶ
月
ほ
ど
か
か
っ
て

い
る
。

　
遺
構
の
倹
出
は
通
常
の
考
古
学
の
発
掘
調
査
と
変
り
は
な
い
。
た
だ
、
宮
域
の

広
さ
が
大
き
く
東
北
隅
か
ら
西
南
隅
ま
で
の
距
離
も
あ
り
、
ま
た
各
洲
点
地
域
は

必
ず
し
も
隣
接
し
て
・
い
な
い
た
め
、
出
土
遺
構
・
辿
物
の
実
洲
記
録
に
は
各
々
の

位
置
閔
係
に
偏
差
が
生
じ
な
け
よ
う
な
高
い
精
度
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

本
格
調
査
の
開
始
に
さ
き
だ
っ
て
ま
ず
宮
域
及
び
川
辺
の
航
空
測
量
を
行
な
い
、

Ｉ
'
.
Ｏ
Ｏ
Ｏ
分
０
.
１
の
精
密
な
地
形
図
を
作
成
し
た
。
同
時
に
宮
域
内
に
測
址
に
よ
っ

て
各
点
の
拉
節
岑
経
度
及
び
標
高
を
諒
定
し
た
1
0
数
点
の
座
原
点
を
む
う
け
て
０
.

る
。
記
録
・
実
測
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
座
傑
点
か
ら
の
測
量
計
算
に
よ
ヴ

　
　
　
　
　
平
城
宮
発
掘
調
査
1
0
年
の
進
展

て
各
遺
構
の
位
置
を
算
定
実
測
し
、
ど
の
地
域
の
遺
構
実
測
で
も
位
置
関
係
の
誤

差
を
で
き
う
る
限
り
少
な
い
状
態
で
調
査
し
て
い
る
。

　
遺
跡
記
録
は
通
常
実
洲
・
写
真
・
遺
跡
カ
ー
ド
・
日
誌
の
形
で
行
っ
て
い
る
。

と
く
に
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
遺
構
を
直
接
調
在
し
た
当
丿
者
で
な
く
て
も
、
誰
れ

が
い
つ
見
て
も
そ
の
記
録
内
容
が
認
知
で
き
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
発
掘

中
の
記
録
は
遺
跡
カ
ー
ド
と
日
誌
の
二
本
立
で
あ
る
。
通
常
の
発
掘
で
行
な
う
日

誌
式
の
記
録
は
、
訓
告
進
行
状
況
や
牡
務
的
な
記
録
に
限
り
、
調
査
の
記
録
は
二

地
点
す
な
わ
ち
あ
と
で
述
べ
る
地
区
即
示
の
慨
位
で
あ
る
方
３
ｍ
の
地
点
を
１
慨

位
と
し
、
発
掘
中
の
デ
ー
タ
ー
を
す
べ
で
記
録
カ
ー
ド
に
記
入
し
て
い
る
（
第
２

図
）
。
こ
の
カ
ー
ド
は
そ
の
地
点
に
お
け
る
遺
跡
の
状
況
を
3
0
分
の
１
の
図
と
所

見
記
人
で
記
録
す
る
む
の
で
、
時
間
慨
・
位
で
あ
る
日
誌
式
の
記
録
の
よ
う
に
同
一

関
所
の
デ
ー
タ
ー
が
放
ケ
所
不
特
定
の
場
所
に
記
録
さ
れ
る
繁
雑
さ
を
さ
け
た
も
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の
で
あ
る
。
こ
の
カ
ー
ド
に
は
発
掘
中
の
遺
跡
の
状
態
の
ほ
か
、
こ
の
地
点
で
の

調
査
日
は
も
ち
ろ
ん
、
実
測
図
や
写
真
資
料
の
登
録
番
号
、
遺
構
登
録
番
号
を
記

録
し
、
さ
ら
に
そ
の
地
点
か
ら
の
出
土
遺
物
を
登
録
す
る
台
帳
に
も
な
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
カ
ー
ド
は
パ
ン
チ
カ
ー
ド
に
な
っ
て
お
り
、
ソ
ー
ト
す
れ
ば
各
項
ご

と
に
必
要
な
デ
ー
タ
ー
を
取
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
遺
構
の
全
域
を
検
出
し
た
の
ち
、
写
真
・
実
測
を
行
な
う
。
遺
構
の
実
測
は
、

縮
尺
2
0
分
の
１
を
原
則
と
し
、
状
況
に
応
じ
て
1
0
分
の
１
さ
ら
に
は
原
寸
ま
で
各

種
の
も
の
を
作
成
す
る
。
実
測
に
は
、
平
板
測
量
は
誤
差
が
大
き
い
の
で
一
切
用

い
ず
、
す
べ
て
や
り
か
た
を
打
っ
て
規
準
水
糸
を
張
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ

の
2
0
分
の
１
の
現
場
遺
構
図
を
も
と
に
し
て
、
調
査
地
域
の
全
遺
構
の
状
態
が
わ

か
る
よ
う
に
縮
尺
に
呂
分
の
１
の
略
縮
図
を
調
査
終
了
後
に
作
成
し
、
各
遺
構
の

配
置
・
時
期
区
分
な
ど
を
検
討
し
、
遺
構
を
整
理
し
、
番
号
を
付
し
て
い
る
。
さ

ら
に
縮
尺
｝
呂
分
の
１
の
図
を
ケ
ソ
ト
紙
に
作
成
し
、
こ
の
図
を
遺
構
原
図
と
し

て
い
る
。
写
真
は
調
査
中
毎
日
3
5
m
撮
影
に
よ
っ
て
、
お
も
に
調
査
の
進
行
状
況

を
記
録
し
、
日
誌
に
添
付
し
て
お
く
。
遺
構
、
遺
物
の
記
録
写
真
は
四
五
判
ま
た

は
キ
ャ
ビ
ネ
判
を
基
本
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
実
測
図
一
写
真
は
研
究
所
資
料

と
し
て
収
納
し
て
い
る
。

　
遺
物
の
整
理
作
業
方
法
は
通
常
の
考
古
学
的
方
法
と
変
り
な
い
。
水
洗
・
必
要

に
応
じ
て
の
化
学
的
処
理
の
の
ち
、
拓
本
・
写
真
・
実
測
を
行
な
う
。
拓
本
は
と

く
に
軒
丸
・
軒
平
瓦
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
細
片
に
至
る
ま
で
と
る
こ
と
に
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
拓
本
類
は
裏
打
ち
に
い
た
る
ま
で
先
に
の
べ
た
女
子
の
遺
物
整
理

作
業
貝
が
行
っ
て
い
る
。
写
真
搬
影
は
基
本
的
に
は
大
き
さ
を
四
五
判
ま
た
は
キ

ャ
ビ
ネ
判
で
行
う
が
、
と
く
に
木
簡
に
つ
い
て
は
出
土
し
た
も
の
す
べ
て
を
モ
ノ

ク
ロ
ー
ム
フ
ィ
ル
ム
で
原
寸
の
も
の
と
、
3
5
m
赤
外
線
フ
ィ
ル
ム
で
搬
っ
て
い
　
８

る
。
こ
れ
ら
拓
本
・
写
真
・
実
測
図
は
パ
ソ
チ
カ
ー
ド
に
さ
れ
た
台
紙
に
添
付
し

研
究
所
資
料
と
し
て
収
納
し
て
い
る
。

　
次
に
研
究
所
学
報
・
年
報
・
各
種
の
概
報
に
表
示
さ
れ
て
い
る
発
掘
と
事
後
処

理
に
と
も
な
う
遺
構
遺
物
の
標
示
方
法
を
述
べ
て
お
く
。

　
平
城
宮
の
よ
う
な
大
規
模
な
遺
跡
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
調
査
す
る
際
に
は
、

検
出
さ
れ
る
遺
構
と
遺
物
を
明
確
に
分
類
標
示
す
る
統
一
的
方
法
を
事
前
に
決
定

し
て
お
く
こ
と
が
、
調
査
後
の
各
整
理
上
で
の
混
乱
を
さ
け
る
最
も
重
要
な
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
、
必
要
な
遺
跡
と
局
地
的
な
地
点
の
標
示
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う

に
行
っ
て
い
る
。
分
類
標
示
は
数
字
１
字
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
３
字
計
４
字
を
用

い
、
第
１
項
は
数
字
で
遺
跡
の
所
属
す
る
時
代
を
表
わ
し
、
以
下
ァ
ル
フ
ァ
ペ
ッ

ト
で
第
Ｈ
Ｈ
・
項
は
遺
跡
の
種
類
と
所
在
地
域
、
第
ｍ
項
は
平
城
宮
全
域
を
南
北
に
細

長
く
分
割
し
た
大
地
区
（
東
か
ら
・
Ｌ
・
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
）
、
５
区
を
標
示
す
る
。

さ
ら
に
第
Ⅳ
項
で
ほ
ー
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
下
に
細
分
し
た
地
域
を
示
す
こ
と
に
し

て
い
る
（
第
３
表
）
。
従
っ
て
平
城
宮
跡
は
６
　
Ａ
」
Ａ
か
ら
^
６
　
Ａ
Ｄ
Ｈ
の
遺
跡
記
号

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
今
回
報
告
し
た
６
　
Ａ
」
Ｇ
は
区
宮
城
の
東
南
隅
で

東
西
8
0
m
、
南
北
7
5
m
の
範
囲
を
示
し
て
い
る
。

　
遺
跡
内
の
局
部
地
点
の
標
示
は
、
実
際
に
は
対
象
と
す
る
遺
跡
の
性
格
に
よ
っ

て
区
画
の
大
き
さ
や
標
示
方
法
が
異
な
る
が
、
宮
殿
や
寺
院
の
調
査
で
は
最
小
地

点
の
区
画
は
１
単
位
方
３
ｍ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
３
ｍ
が
天
平
尺
の
1
0
尺
に

近
く
、
建
物
の
柱
間
は
一
般
に
1
0
尺
前
後
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
が
多
い
た
め
礎

石
や
柱
穴
を
検
出
し
た
場
合
、
柱
問
寸
法
や
建
物
の
規
模
を
知
る
上
に
適
し
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
平
城
宮
跡
で
は
６
　
Ａ
Ｌ
Ａ
か
ら
６
　
Ａ
Ｄ
Ｈ
の
大
地
区
の
な
か
の
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近
東

　
Ｐ
　
Ｑ

西日木

近畿

東||本

西｢1本

Ｒ

-

墳

塙

１
～

Ｓ
Ｔ
Ｕ
一

製
造
所

記念物

Ｓ
Ｓ

Ｕ

一
Ｖ
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遺跡名表示の項日別内容分類表第３表

水
田
に
さ
ら
に
中

地
区
を
も
う
け
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

を
つ
け
そ
れ
を
３

ｍ
方
眼
に
区
画

し
、
南
北
軸
を
１

桁
の
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
、
東
西
軸
を

２
桁
の
数
字
で
表

わ
す
こ
と
に
し
て

い
る
。
例
え
ば
、

６
　
Ａ
Ａ
Ｄ
　
-
　
Ｂ
Ｍ
０
８

地
区
は
第
一
4
0
次
調

禿
で
検
出
し
た
井

戸
の
あ
る
地
区
を

示
し
て
い
る
。

　
宮
域
内
の
各
地

点
の
標
示
は
、
発

据
前
の
準
節
的
段

階
で
自
動
的
に
決

定
さ
れ
る
が
、
実

Ｒ一遺物ｓ一遺構　　ｌ

器
器
治
品
品
埓

　
　
　
貴

　
属
如
製
製
」

漆
金
自
土
石
瓦

繊維製品

品
他

製
の

木
そ

一

Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｐ
Ｑ
Ｔ
Ｕ
Ｗ
Ｙ
一

all･上塁･;

戸
池
場
拡
他

廊
溝

■
Ｊ
-

'
.
z
＾
･
　
-
r

丿
ぶ
（
び
ー
！

そ　の

Ｃ
Ｄ
　
Ｅ
　
Ｇ
　
Ｈ
　
Ｋ
Ｘ

　･=　＝　㎜-=--･･ Ｗ=¬= -
　卜.袈I‘II'Iはll器その他で瓦堵を含まない

第４表　遺構・遺物記号表

る
場
合
は
良
い
が
、
宮
の
よ
う
に

同
じ
よ
う
な
掘
立
柱
建
物
・
清
な

ど
多
数
の
遺
構
が
缶
ぷ
限
し
て
険
出

さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
遺
構
ご
と
に

特
定
の
名
作
や
地
区
記
号
で
呼
称

す
る
こ
と
は
無
死
で
あ
り
、
宮
城

の
調
査
で
は
こ
れ
ら
険
出
し
た
す

べ
て
の
遺
構
に
番
号
を
つ
け
て
区

分
し
て
い
る
。
遺
構
番
け
は
調
査

全
域
の
遺
構
の
検
出
順
に
一
連
番
号
を
つ
け
同
じ
所
に
同
じ
規
模
で
改
築
さ
れ
た

よ
う
な
遺
構
に
は
さ
ら
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
を
つ
げ
区
分
す
る
。
ま
た
県
に
辿
構
番
号

の
み
で
は
建
物
な
の
か
溝
で
あ
る
か
道
術
の
種
類
が
不
明
な
の
で
、
こ
れ
を
明
示

す
る
た
め
ァ
ル
フ
ァ
ペ
ッ
ト
で
各
辿
構
の
種
類
を
図
示
し
て
い
る
（
第
４
表
）
。
例

え
ば
、
Ｓ
Ｇ
５
８
呂
は
宮
城
東
南
隅
で
検
出
さ
れ
た
園
地
で
あ
り
、
ｓ
口
呂
呂
は
東

一
坊
大
路
に
而
す
る
的
門
を
図
示
す
る
。

　
遺
構
番
号
と
同
ぽ
各
出
土
遺
物
に
も
時
代
別
に
、
あ
る
い
は
川
途
に
応
じ
て
形

態
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
形
式
番
号
を
決
定
し
、
さ
ら
に
各
々
の
遺
物
に
冊
け
を
付

し
て
い
る
。
こ
の
遺
物
番
号
は
遺
跡
遺
構
記
録
カ
ー
ド
の
遺
物
棚
に
記
入
す
る
と

と
も
に
、
遺
物
台
帳
に
登
録
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　
平
城
宮
跡
の
調
査
地
域
は
今
日
ま
で
に
1
6
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
な
り
、
そ
の
間
に

蓄
積
さ
れ
た
資
料
及
び
記
録
類
も
莫
大
な
址
に
達
し
て
い
る
。
建
物
な
ど
の
遺
構

豆
録
数
を
み
て
も
す
で
に
６
.
５
０
０
以
上
も
あ
り
、
出
土
遺
物
の
数
も
相
当
な
量
で

あ
る
。
大
規
模
な
発
掘
に
よ
っ
て
生
ず
る
多
址
の
遺
構
遺
物
の
処
理
の
問
題
は
、
　
９

宮殿･ Yi'f.'ii・城圓Λ

外　　　　国
(中岡・朝鮮等)

１和
城

人

山

摂一河・泉

そび)他の近
畿

関束・東北

部
国

中

中

四国・九州

Ｂ

(｀

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｋ

ｙ

院

Ｂ

Ｓ

Ｋ

一 一

畿

本

木

近

東

四

化居　Ｌ

　　　Ｍ

集落　Ｎ
｜

Ｌ
～
Ｎ

先繩文時代

繩　文　時　lt

弥　生　時　代

古　墳　時　代

飛　鳥　時　代

奈　良　時　代

平　安　時　代

鎌　ａ　時　代

室　町　以　|降

０

１

Ｕ
３

４

i
ｎ

　

　

　
t
ｃ

　

　
i
~
-

　
０
０

　

　
C
T
>

際
の
発
掘
に
し
た
が
っ
て
建
物
や
清
が
倹
出
さ
れ
る
と
そ
れ
を
即
示
す
る
必
要
が

あ
る
。
寺
院
跡
の
よ
う
に
金
堂
・
講
堂
な
ど
の
よ
う
に
一
定
の
名
称
が
規
定
さ
れ

平
城
宮
発
掘
消
光
1
0
年
の
進
展



　
　
　
　
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

川
到
の
準
節
と
方
法
が
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
整
理
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
当

研
究
所
で
行
っ
て
い
る
諸
記
録
及
び
そ
の
狼
理
方
法
は
、
遺
跡
の
圖
示
方
法
に
始

ま
っ
て
す
べ
て
の
分
類
標
示
及
び
記
録
方
法
が
単
に
宮
城
の
囚
衣
研
究
に
利
用
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
全
円
ど
の
遺
跡
の
調
禿
研
究
に
も
同
じ
方
法
で
活
用
出
来
る

よ
う
な
広
い
視
野
か
ら
統
一
的
な
方
法
で
お
こ
な
お
う
と
す
る
基
礎
的
な
標
示
・

記
録
か
ら
出
発
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
井
　
功
）
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