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第 1章　特別史跡・世界遺産「平城宮跡」

3
）、
奈
良
時
代
後
半
に
は
平
安
宮
と
の
類

似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
長
岡

宮
を
通
じ
て
平
安
宮
に
受
け
つ
が
れ
て
い
く

要
素
は
、
奈
良
時
代
後
半
に
形
成
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
が
見
通
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

奈
良
時
代
前
半
は
そ
れ
に
む
け
て
の
試
行
錯

誤
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

平
城
宮
跡
の
遺
跡
と
し
て
の
特
徴

　
平
城
宮
跡
の
遺
跡
と
し
て
の
特
徴
を
整
理

し
て
お
こ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
廃
都
後
、
基

本
的
に
田
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
大
規
模
に
開

発
さ
れ
る
こ
と
な
く
千
年
以
上
を
経
過
し
た

た
め
に
、
八
世
紀
の
遺
跡
が
良
好
な
状
態
、

か
つ
発
掘
調
査
し
や
す
い
状
況
で
守
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は
奈
良
時
代

後
半
の
大
極
殿
・
朝
堂
の
基
壇
が
、
近
代
ま

で
そ
の
高
ま
り
を
残
し
た
状
態
で
遺
存
し
て

第
１
章　

特
別
史
跡
・
世
界
遺
産
「
平
城
宮
跡
」

１　

遺
跡
と
し
て
の
平
城
宮
跡

平
城
宮
と
は
？

　
平
城
宮
は
、
奈
良
の
都
平
城
京
の
北
端
に
設
け
ら
れ
た
宮
城
で
、
政
治
・
行
政
の
中
枢
施
設
で
あ
る
（
図

1
・
2
）。
そ
の
構
成
要
素
は
、
大だ

い

極ご
く

殿で
ん

・
朝

ち
ょ
う

堂ど
う

院い
ん

、
官か

ん

衙が

（
役
所
）、
内だ

い

裏り

、
東と

う

宮ぐ
う

な
ど
で
あ
り
、
た
と
え
て

い
え
ば
、
現
在
の
国
会
議
事
堂
、
霞
が
関
の
官
庁
街
、
皇
居
、
東
宮
御
所
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
施
設
で
あ
る
。

平
安
京
で
は
大だ

い

内だ
い

裏り

と
よ
ぶ
。

　
平
安
宮
に
つ
い
て
は
、
そ
の
図
面
が
伝
来
し
て
お
り
（
図
33
参
照
）、
特
定
の
時
期
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、

施
設
配
置
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
平
城
宮
の
構
造
を
伝
え
る
図
面
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
全
体
構
造
は
発
掘
調

査
成
果
に
も
と
づ
い
て
組
み
立
て
て
い
く
し
か
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
に
よ
れ
ば
平
城
宮
で
は
奈
良
時
代
前
半
と
後
半
で
大
き
な
造
り
替
え
が
あ
り
（
図

図1 ●平城宮跡全景（南から）
背後には、離宮松林苑が展開する奈良山丘陵が控える。それを越えれば
木津川に設けられた水運の拠点泉津（いずみつ）に至り、瀬田川や淀川
を通じて琵琶湖方面や難波とも直結していた。
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お
り
、
視
覚
的
に
認
知
さ
れ
や
す
い

状
況
で
あ
っ
た
こ
と
に
端
的
に
あ
ら

わ
さ
れ
る
（
図
4
）。
し
か
し
、
そ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
平
城
京
の
条

じ
ょ
う

坊ぼ
う

の
痕
跡
だ
け
で
な
く
、
平
城
宮
の
役

所
区
画
の
痕
跡
ま
で
も
が
、
水
田
や

畑
地
の
地じ

割わ
り

と
し
て
一
二
〇
〇
年
も

の
間
、
土
地
に
刻
ま
れ
る
形
で
残
さ

れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
5
）。

　
第
二
に
、
特
別
史
跡
・
世
界
遺
産

と
し
て
手
厚
い
保
護
の
下
に
置
か
れ

た
遺
跡
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
よ
う
。

こ
れ
は
な
に
よ
り
も
先
人
の
た
ゆ
ま

ぬ
努
力
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
遺
跡

が
良
好
な
状
態
で
残
っ
て
い
る
こ
と

と
、
そ
れ
を
知
り
、
研
究
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
保
存
を
図
る
こ
と
と
は
、

ま
た
別
の
次
元
の
話
で
あ
る
。

図2 ●平城京と平城宮
平城宮は、都市平城京の北端に設けられた政治・行政の中枢施設。藤原京では
京の中央に宮を設けたが、平城京では唐の都長安にならって北端にあらためた。

図3 ●奈良時代前半（上）と後半（下）の平城宮
平城宮の遺構は、首都機能が離れた740年から745年までを
はさんで大きく前半と後半に分かれる。
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い
が
、
平へ

い

城ぜ
い

太だ
い

上じ
ょ
う

天て
ん

皇の
う

が
平
城
還か

ん

都と

を
企

て
た
時
期
に
つ
い
て
は
記
事
が
遺
存
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
当
時
の
政
治
の
舞
台
で
あ
っ

た
平
城
宮
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
豊
富
な
記

事
が
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、

『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
は
最
終
的
に
は
平
安

京
に
お
い
て
完
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
奈
良

時
代
前
半
と
後
半
と
で
大
き
な
造
り
替
え
の

あ
っ
た
平
城
宮
の
構
造
を
ど
の
程
度
理
解
し

て
記
事
を
整
理
し
た
か
は
保
証
の
か
ぎ
り
で

は
な
い
。

　
こ
れ
を
補
う
役
割
を
は
た
す
の
が
、
発
掘

調
査
に
よ
っ
て
出
土
す
る
平
城
宮
跡
そ
の
も

の
が
内
包
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
資
料

で
あ
る
。
そ
の
存
在
を
第
四
の
特
徴
と
し
て

あ
げ
よ
う
。
出
土
文
字
資
料
は
す
な
わ
ち
、

遺
跡
・
遺
構
の
性
格
を
決
め
る
手
が
か
り
と

し
て
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。
こ
れ
は
平
城

　
棚た

な

田だ

嘉か
じ
ゅ
う
ろ
う

十
郎
・
溝み

ぞ

辺べ

文ぶ
ん

四し

郎ろ
う

を
は
じ
め
、
地
元
の
方
々

の
地
道
な
平
城
宮
址
保
存
運
動
が
、
一
九
二
一
年
の
当
初

の
史
蹟
指
定
や
、
現
在
の
第
二
次
大
極
殿
・
東
区
朝
堂
院

地
区
を
主
体
と
す
る
土
地
公
有
化
を
生
み
だ
し
、
国
道

二
四
号
線
バ
イ
パ
ス
建
設
や
近
鉄
の
検
車
区
設
置
の
計
画

を
契
機
と
し
た
全
国
的
な
保
存
運
動
の
う
ね
り
が
、
特
別

史
跡
指
定
と
土
地
公
有
化
の
拡
大
を
生
み
、
現
在
の
平
城

宮
跡
の
姿
を
形
づ
く
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
遺
跡
の
良
好
な
遺
存
自
体
が
奇
跡
的
と
い
え
よ
う
が
、

そ
れ
を
さ
ら
に
近
代
以
降
の
大
規
模
開
発
か
ら
守
り
抜
い

て
来
ら
れ
た
の
も
ま
た
、
こ
れ
を
奇
跡
と
い
わ
ず
し
て
な

ん
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
の
特
徴
と
し
て
は
、
遺
跡
に
関
す
る
豊
富
な
文
献

資
料
の
存
在
を
あ
げ
よ
う
。
平
城
京
が
首
都
だ
っ
た
時
代

の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
国
が
編
纂
し
た
正
史
で
あ
る
『
続

し
ょ
く

日に

本ほ
ん

紀ぎ

』
が
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
お
り
、
し
か
も
完
存
し
て
い

る
（
た
だ
し
、
前
半
は
最
終
的
な
編
纂
時
に
簡
略
化
さ
れ

て
い
る
）。
つ
づ
く
正
史
の
『
日に

本ほ
ん

後こ
う

紀き

』
は
散
逸
が
多

図4 ●第二次大極殿基壇の往時の様子（西から。1963年、岡田庄三氏撮影）
「大黒の芝」とよばれていたころを髣髴とさせる、発掘調査前の第二次
大極殿の基壇跡。

図5 ●平城宮内の遺存地割と区画の復元
平城京内の耕作地の地割から条坊区画を復元できるのと同様に、
平城宮内の地割から宮殿や役所の配置が浮かび上がる。
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