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昨
年
度
に
ひ
き
つ
づ
き
、
内
裏
東
第
一
殿
。
同
第
二
殿
・
内
裏
掘
立
柱
回
廊
延
長

部
・
内
裏
閤
門
お
よ
び
築
地
回
廊
南
辺
部
の
４
種
類
の
復
原
模
型
を
製
作
し
た
。

設
計
、
製
作
に
あ
た
っ
て
は
、
前
回
同
様
発
掘
結
果
に
も
と
づ
き
原
案
を
作
製
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
種
を
検
討
を
加
え
実
施
案
を
得
、
作
製
に
と
り
か
坐
る
と
い
う
方

法
を
と
っ
た
。
こ
坐
で
は
、
お
の
お
の
の
建
物
に
つ
い
て
設
計
の
段
階
で
の
よ
り

ど
こ
ろ
と
し
た
点
に
つ
い
て
ふ
れ
て
ふ
た
い
。

平
城
宮
建
築
復
原
模
型

平
城
宮
建
築
復
原
模
型
雨
和
型
年
度
）

Ｍ１制11.縮分

Iｅ●●ｅ

一

屋
根
裏
、
屋
根
切
妻
造
桧
皮
葺
、
棟
い
ら
か
瓦
積
、
柱
間
装
置
両
妻
の
承
土
壁
他

は
吹
き
は
な
し
、
床
土
間
玉
砂
利
敷
き
、
木
部
素
木
仕
上
げ
、
木
口
胡
粉
塗
り
。

柱
間
装
置
に
つ
い
て
は
、
建
物
の
使
用
目
的
の
解
釈
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
に
み
る
ご
と
く
正
殿
に
対
す
る

Ｉ

ＤＩ｡。．．・・１．！
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一
冊
年
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一
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釦
．
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Iﾉﾘ喪測飾＝殿
IﾉＩｿ＄１１〔鋪差醗

|総ﾘ雛I淵

１
２
３
４
５

Ａ
、
内
一
巽
東
第
一
殿
。
同
第
二
殿

昭
和
調
年
ｌ
鎚
年
に
発
掘
し
た
内
裏
正
殿
前
庭
の
東
側
南
寄
り
の
南
北
棟
、
５

間
×
２
間
（
第
一
殿
）
・
９
間
×
２
間
（
第
二
殿
）
の
建
物
で
、
平
安
宮
で
の
宜
陽
殿
。

春
興
殿
に
あ
た
り
、
西
側
の
対
称
の
位
置
に
も
同
規
模
の
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。

２
棟
と
も
、
梁
間
を
２
間
と
し
そ
れ
を
桁
行
に
延
長
す
る
だ
け
の
単
純
な
プ
ラ

ン
を
も
ち
、
柱
間
寸
法
は
、
内
裏
正
殿
・
内
裏
掘
立
柱
回
廊
と
お
な
じ
く
内
裏
内

郭
一
帯
の
地
割
り
で
あ
る
皿
尺
方
眼
に
の
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
２
棟
は
た
竺
桁
行
の
柱
間
数
が
異
な
る
だ
け
で
他
は
す

べ
て
同
規
模
の
も
の
と
考
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
構
造
で
あ
っ
た
と
染
た
。

柱
は
掘
立
柱
円
柱
、
斗
棋
大
斗
肘
木
、
小
屋
虹
梁
叉
首
組
、
軒
地
円
飛
角
化
粧

石
崎

ｅ
一
四

■
軍

■●●■

ー一戸宇一

牽
一

ｐＰ巳

納
庫
的
な
も
の
と
ふ
れ
ば
、
当

然
完
全
な
外
壁
が
必
要
に
な
る

が
、
こ
坐
で
は
内
裏
に
お
け
る

睡
儀
式
に
必
要
な
建
物
で
あ
る
と

麺
の
考
え
の
上
に
た
っ
た
。
遺
跡

Ｍ
磁
に
は
、
柱
穴
の
み
あ
っ
て
床
束

脚
が
存
在
し
た
よ
う
な
跡
が
全
然

“
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
こ
の

内
傍
証
に
な
り
う
る
。

聞
妻
壁
は
、
春
日
神
社
若
到
殿

第
を
範
と
し
、
柱
間
に
低
い
腰
貨

を
い
れ
上
部
を
土
壁
、
下
部
を

吹
き
は
な
し
と
し
た
。

2７

建
造
物
研
究
室

平
城
宮
跡
発
掘
調
査
部

､’－－－－－．１．
岳
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第３図一辺聖絵熊野新宮参詣の図

前
年
度
は
内
裏
正
殿
の
北
側
に
位
置
す
る
複
廊
辿
間
分
を
製
作
し

た
。
今
回
は
、
こ
れ
に
接
続
す
る
複
廊
Ｐ
切
間
分
と
、
直
角
に
お
れ
ま

が
る
東
側
単
廊
犯
間
を
延
長
さ
せ
た
“

こ
坐
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
高
さ
の
ち
が
っ
た
屋
根
が
相
接
す
る

南
端
で
の
築
地
回
廊
と
の
と
り
つ
き
部
分
と
、
東
北
隅
部
分
と
で
あ
る
。

南
端
部
は
、
築
地
回
廊
と
掘
立
柱
回
廊
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
構
造
的
に

も
異
な
り
、
柱
間
寸
法
も
ち
が
い
距
離
も
広
く
な
っ
て
い
る
の
で
全
く

別
個
の
屋
根
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
そ
れ
ほ
ど
の
矛
盾
は
な
い
。
発
掘

結
果
か
ら
み
て
も
両
者
の
関
係
は
、
雨
落
溝
が
接
続
し
て
い
る
こ
と
・
皇

識蕊Ｉ

嫁

綴蕊蕊蕊識職綾識
Ｂ
、
内
裏
掘
立
柱
回
廊
延
長
部

灘
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回
廊
西
側
の
柱
通
り
が
た
ま
た
ま
築
地
向
廊
の
柱
位
置
と
揃
っ
て
い
る
ぐ
ら
い
で

あ
っ
て
さ
ほ
ど
密
接
さ
は
な
い
。
し
か
も
回
廊
南
端
の
柱
と
、
築
地
回
廊
北
側
の

柱
と
の
距
離
は
、
い
ず
れ
の
柱
間
と
も
一
致
せ
ず
独
自
の
数
値
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
回
廊
屋
根
は
南
端
柱
を
妻
と
し
た
切
妻
造
り
と
考
え
ら
れ

た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
築
地
回
廊
の
軒
と
掘
立
柱
回
廊
け
ら
ぱ
と
の
間
に
、
わ

i
653

1璽

。
〃
。
・
・
翌
Ⅷ

平
城
富
建
築
復
原
模
珊

申
■

１
３１５

“
Ｉ

51･’
－４

１６Ｇ．
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木
と
複
廊
南
流
れ
中
間
母
屋
と
の
交
点
』
』
か
上
り
、
川
隅
を
木
尻
は
同
じ
く
単
廊

棟
木
と
複
廊
北
流
れ
中
間
母
屋
と
の
交
占
催
か
入
る
。
し
か
も
、
奈
良
時
代
建
築

構
造
の
通
例
と
し
て
、
叉
箇
台
を
別
個
に
購
え
な
い
構
造
と
す
る
と
、
単
廊
棟
木

が
叉
筒
台
の
役
を
も
兼
用
し
、
地
極
を
う
け
る
棟
木
と
し
て
よ
り
別
に
過
重
な
負

担
を
に
な
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
現
存
す
る
進
構
に
も
二
・
三
の
例
を
み
る
が

こ
れ
ら
は
野
小
屋
を
も
う
け
て
、
妻
組
と
化
粧
軒
と
の
関
連
が
全
く
な
く
な
っ
て

の
結
果
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
入
母
屋
と
す
る
案
は
妓
良
と
は
い
坐
が
た
い
。

２
、
帯
棟
形
式

入
母
屋
同
様
軒
を
出
隅
入
隅
と
も
同
じ
高
さ
に
ま
わ
す
。
隅
木
は
、
出
隅
で
は

軒
か
ら
複
廊
棟
木
ま
で
い
つ
き
に
の
ぼ
り
、
入
隅
で
は
単
廊
棟
木
と
複
廊
南
流
れ

中
間
母
屋
と
の
交
占
槌
か
上
る
。
し
か
も
な
お
両
者
の
隅
木
尻
を
む
す
ぶ
線
に
も

隅
木
が
必
要
で
あ
る
。
法
隆
寺
西
院
凹
廊
で
象
る
ご
と
く
、
相
接
す
る
棟
が
同
規

模
、
同
高
で
あ
れ
ば
両
方
の
隅
木
は
陳
で
組
承
あ
わ
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
比
較

的
簡
聴
な
見
上
げ
と
な
る
が
、
棟
高
さ
が
ち
が
う
場
合
は
や
上
繁
雑
に
な
る
と
い

う
雌
は
さ
け
が
た
い
。

３
、
切
妻
形
式

複
廊
が
妻
柱
ま
で
延
び
て
切
妻
を
櫛
成
し
、
そ
れ
に
単
廊
が
と
り
つ
く
も
の
で

考
え
方
と
し
て
は
も
っ
と
も
噸
純
な
形
で
あ
る
と
い
え
る
。

時
代
は
降
る
が
（
正
安
元
年
旨
這
）
『
一
辺
聖
絵
』
中
、
熊
野
本
宮
境
内
図
に
楼

門
に
と
り
つ
く
側
廊
の
角
に
こ
の
形
式
を
承
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
こ
の
絵
か

ら
は
、
内
部
構
造
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
粁
高
が
同
じ
で
し
か
も
棟

高
の
異
っ
た
回
廊
接
続
の
一
形
式
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

９ ． ． ． ， 刃 ｏ

鋪４Ⅸｌ内製築地|画I廊復原断面lXl

一
脚
け
ら
ば
と
の
間
に
、
わ

ず
か
な
が
ら
空
隙
が
生
じ

る
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

東
北
隅
に
つ
い
て
は
、

同
じ
構
造
の
複
廊
と
単
廊

と
が
接
統
す
る
の
で
、
単

廊
の
棟
は
複
廊
屋
根
の
丁

度
雑
の
高
さ
に
と
り
つ
く

こ
と
に
な
る
。
そ
の
形
式

と
し
て
次
の
三
つ
の
案
が

考
え
ら
れ
た
。

１
、
入
母
屋
形
式

複
廊
単
廊
と
も
軒
尚
さ

は
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
出

隅
入
隅
に
隅
木
を
い
れ
軒

を
ま
わ
し
、
入
母
屋
の
妻

を
東
に
象
せ
る
。
こ
の
場

合
入
隅
を
木
尻
は
単
廊
棟

2９



１，２４８

構
造
が
簡
単
で
あ
る
こ
と
坐
、
三
案
中
も
つ
と
も
考
え
方
に
無
理
が
な
い
と
こ
ろ

か
ら
、
今
回
は
こ
の
切
妻
形
式
を
実
施
案
と
し
た
。

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

Ｃ
、
内
裏
閤
門
お
よ
び
築
地
回
廊
南
辺
部

（
細
見
啓
三
）

内
裏
を
と
り
か
こ
む
築
地
回
廊
の
存
在
は
、
す
で
に
那
年
の
発
掘
で
そ
の
東
側

が
確
認
さ
れ
、
更
に
如
年
の
南
面
中
央
部
の
補
足
調
査
で
開
門
跡
が
検
出
さ
れ
た
。

模
型
と
し
て
は
、
内
裏
内
郭
を
ま
と
め
る
意
味
も
あ
っ
て
閤
門
を
中
心
に
西
へ
５

間
分
、
東
へ
皿
間
分
製
作
す
る
に
と
堂
め
た
。
閤
門
は
、
内
裏
中
軸
線
上
で
築
地

が
１
間
分
切
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
一
戸
門
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
内
側
３

間
分
に
凝
灰
岩
の
粉
末
が
散
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
が
凝
灰
岩
敷
き

で
あ
っ
て
門
と
し
て
は
３
間
で
あ
っ
た
可
能
性
を
強
く
し
た
。
し
た
が
っ
て
門
の

両
脇
そ
れ
ぞ
れ
１
間
分
に
築
地
が
入
り
こ
む
と
い
う
形
に
な
っ
た
。
屋
根
高
さ
に

つ
い
て
は
積
極
的
根
拠
は
な
か
っ
た
が
、
門
部
分
を
一
段
高
く
し
築
地
と
の
間
に

差
を
つ
け
た
。
小
屋
組
は
閤
門
、
築
地
回
廊
と
も
に
、
虹
梁
束
組
、
三
シ
棟
造
、

軒
は
他
の
建
物
同
様
地
円
飛
角
の
二
軒
と
し
、
屋
根
は
桧
皮
葺
、
棟
い
ら
か
瓦
積
、

木
部
丹
塗
仕
上
げ
と
し
た
。

な
お
昭
和
如
年
・
型
年
度
で
製
作
し
た
模
型
の
概
要
は
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

計

3０

製作

年度

規模
箱 称 職

Ｙ１２
ｺ！． 形 式

内…掴卿競駕:,鰯I謡麓繍鎌

驚築Wl棟劉台噸

0,600

0,525

０
１
１

４
４
４

｡棟商は柱石口より棟祇上端までの寸法

初重
2,549

１，１３３

4１

1１，２９０

内裏東第二殿|:桁行９間梁間２間一重切妻造桧皮葺

21,6271６１，４４７

桁行５間梁間２間二重入母屋造本瓦葺

西方長さ1,287ｍ東方長さ2,286ｍ築垣本瓦葺
附脇門

本体
朱雀門

築地

1,846

0,63Ｃ

4０1８，１７７

0,952

４．８２８

1１，２５９

内裏正殿|桁 行９間梁間５間一重入母屋造.桧 皮 弾 4０４，０５Ｃ

5.637

0,885

1,593

3,304

4１

0,76Ｃ

Ｏ,６５５

0,674

1２，４５７

４，９６０0,674

内裏東第一殿|桁行５間梁間２間一重･切妻造恰皮葺 4１


