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七
世
紀
半
ば
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
、

始
ま
る
わ
が
国
の
律
令
制
国
家
の
形
成
期
は

史
に
お
い
て
も

き
わ
め

て
興
味
深
い
時
代
で

政
治
体
制
の
確
立
の
舞
台
と
し
て

の
思
想
が
導
入
さ
れ

な市
カB カヨ

で次
も々
難2 と
波Z 建
宮3 設
は さ

れ
た

の
鳴
矢
と
も
い
え
る
難
波
京
の
核
と
な
っ
た
営

あ
っ
た
。

藤
原
京
、
平
城
京
、
長
岡
京
な
E

と

J

関
連
性
を
有
し
、
ま
た
、
の
ち
の
大
都
市
e

いき

歴
史
的
母
胎
と
し
て
、
都
市
発
展
史
を
考
だ
る

も

重
要
な
建
造
物
で
あ
る
。

こ
う

し
た
難
波
宮
の
歴
史
的
意
義
に
い
ち
甘
や

目
し
、
遺
構
発
掘
に
情
熱
を
傾
け
た

、

絞
・
山
智
徳

氏
を
は
じ
め
、
そ
の
業
績
を
継
が
れ
た
多

の
努
力
に
よ
り
、
今
日
、
難
波
宮
は
よ
安

の
姿
を
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
わ
そ
う
と
じ

画／張仁誠（CHOH JINSEI) 



一、

難
波
宮
と
古
代
都
市
・
難
波

都
と
い
う
方
法
が
有
効
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

と
同
時
に
、
都
市
史
と
い
う
視
点
か
ら
み
る
と
、
難
波
は
、

中
大
兄
皇
子
を
中
心
と
し
た
新
興
勢
力
に
と
っ
て
、
き
わ
め

て
魅
力
的
な
地
引
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
陪
・
唐
か
ら
の
帰
朝

僧
や
留
学
生
を
ブ
レ
ー

ン
と
し
た
中
大
兄
皇
子
の
勢
力
は
、

大
陸
風
の
制
度
を
導
入
し
た
中
央
集
権
型
の
新
し
い
政
治
体

制
の
確
立
を
め
ぎ
し
て
い
た
。
そ
れ
は
政
治
、
経
済
、
文
化

も
っ
と
も
革
新
的
な
事
業

わ
が
国
の
古
代
都
市
と
い
え
ば
、
す
？
に
飛
鳥
や
奈
良
、

京
都
が
連
想
さ
れ
る

。

そ
の
反
面
、
難
波
（
現
在
の
大
阪
）

の
地
が
、
日
本
で
も
っ
と
も
初
期
の
都
市Jで
あ
っ
た
こ
と
は

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
地
元
の
大
阪
で
す
ら
、
、
大
阪
の

歴
史
は
「
太
閤
さ
ん
の
大
坂
城
に
始
ま
る
」
と
思
っ
て
い
る

人
が
多
レ
の
で
あ
る
。

ま
し
て
大
阪
が
、
難
波
と
呼
ば
れ
た

古
代
に
は
日
本
の
首
都
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
一
般
に
は
あ
ま

り
認
識
さ
れ
て
い
な
い

。

で
は
古
代
の
難
波
と
は
、
ど
ん
な
地
域
で
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

ま
た
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
難
波
宮
と
は
、
何

そ
の
舞
台
に
選
ば
れ
た
当
時
の
難
波
は
、
難
波
津
と
い
う

重
要
な
港
を
有
し
た
同
家
的
な
拠
点
ゃ
で
あ
っ
た

。

現
代
風
に

い
え
ば
、
人
、
物
、
金
、
そ
し
て
情
報
の
四
大
要
素
が
集
約

か
つ
流
動
す
る
最
前
線
で
あ
っ
た

。

当
時
の
飛
鳥
と
難
波
と

の
関
係
は
、
明
治
維
新
期
に
お
り
る
東
京
（
江
戸
）
と
横
浜

と
の
関
係
を
連
想
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

。

進
取
の
気
性
に
富

む
人
々
が
、
新
し
い
文
物
や
変
革
の
時
代
の
雰
囲
気
を
求
め

て
横
浜
を
訪
れ
た
よ
う
に
、
難
波
も
ま
た
当
時
の
最
新
感
覚

を
体
験
す
る
ト
レ
ン
デ
ィ
な
街
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
新
し
い
文
物
や
情
報
は
、
難
波
津
を
経
て
、

水
路
（
大
和
川
）
で
、
あ
る
い
は
陸
路
（
難
波
大
道
な
ど
）

、

て
、
飛
鳥
へ
と
運
ば
れ
て
行
っ
た
。

そ
の
意
味
で
は
、
中
大

兄
皇
子
と
孝
徳
天
皇
は
、
国
家
の
喉
元
と
も
い
え
る
難
波
と

い
う
都
市
の
性
格
を
、
よ
く
認
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い

。

古
代
都
市
・

難
波
の
歴
史
的
背
景

難
波
は
い
つ
頃
か
ら
、
こ
う
し
た
都
市
と
し
て
の
様
相
を

み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
け
る
、

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う

。

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

。

大
化
改
新
と
難
波
長
柄
豊
碕
宮

大
化
元
年
（
六
四
五
）
の
六
月
、
中
大
兄
皇
子
、
中
臣
鎌

え

み
し
い
る
か

足
ら
に
よ
っ

て
、
権
勢
を
誇
っ

た
蘇
我
本
宗
家
の
蝦
夷
、
入
鹿

の
親
子
が
滅
ぼ
さ
れ
た

。

い
わ
ゆ
る
「
大
化
改
新
」
の
始
ま

り
で
あ
る
。
皇
極
天
皇
に
代
わ
り
皇
位
に
就
い
た
孝
徳
天
皇

は
、
そ
の
年
の
冬
、
難
波
に
遷
都
を
し
た
。

『

日
本
書
紀
』
に
は
、
「
冬
十
二
月
乙
未
朔
突
卯
、
天

皇
都

か
た

を
難
波
の
長
柄
豊
碕
に
遷
し
た
ま

ふ
。
老
人
ら
相
謂
り
て
日

ゆ

く
、
春
よ
り
夏
に
至
り
、
鼠
の
難
波
に
向
き
し
は
、

と
あ
る

。

遷
都
の

兆
な
り
」

永
年
に
わ
た
り
王
権
の
拠
点

Jで
あ
っ

た
飛
鳥
地
方
を
離
れ
、

難
波
に
都
を
遷
す
と
い
う
画
期
的
な

事
業
が
行
な
わ
れ
た
の

主
に
わ

r
e
Hか
ら
と
よ
さ
き
町
み
や

で
あ
る
。

そ

の
新
し
い
都
が
、
難
波
長
柄
豊
碕
宮
ゃ
で
あっ
た

。

選
都
の
理
由
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、

一
般
的
に
は
、

外
交
と
内
政
の
両
面
か
ら

推
察
さ
れ
て
い
る
。

海
外
に
目
を

当
時

、

大
陸
。
て
は
唐
と
高
句
麗
が
、

都
市
と
し
て
の
難
波
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず

挙
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
上
町
台
地
の
存
在
で
あ
る

。

上
町

台
地
と
は
、
現
在
の
大
阪
で
い
え
ば
、
天
守
閣
の
釜
え
る
大

阪
城
公
園
付
近
か
ら

四
天
王
寺
の
あ
る
南
の
方
角
へ
と
伸
び

る
、

長
さ
約
二

一キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

二
j

二
・
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
の
細
長
い
w
丘
陵
で
あ
る
。

古
代
の
難
波
は
、
こ
の

上
町
台
地
を
中
心
と
し
た

一
帯

Jで
あ
っ
た
。

上
町
台
地
は
、
現
在
は
陸
上
部
に
あ
る
高
台
だ
が
、
今
か

ら
五
0
0
0
年
前
の
縄
文
時
代
に
は
、
そ
の
西
側
は
も
ち
ろ

向
け
る
と
、

ま
た
半
島

で
は
百
済
と
新
羅
と
の

一
触
即
発
の
不
穏
な
関
係
が
続
い
て

い
た
。

国
際
的
な
政
情
不
安
に
い
ち

早
く
対
処
す
る
に
は
、

内
陸
部
の
飛
鳥
よ
り
、
海

の
玄
関
口
で
あ

っ

た
難
波
は
最
適

の
地
と
い
え
た
。
一
方
、
囲
内
に
は
、
蘇
我
氏
に
つ
な
が
る

旧
勢
力
が
飛
鳥
を
中
心
と
し
た
内
陸
地
方
に
ま
だ
残

っ
て
お

り
、
人
心
を

一
新
し
て
早
く
新
体
制
を
確
立
す
る
に
は
、
遷

上
の
公
的
儀
式
の
場
と
さ
れ
る
「
難
波
材
開

は
い
せ
い

せ
い

た
。

さ
ら
に
推
古
朝
に
は
、
陪
の
使
者
裳
世
清
の

一
行
を
迎

難
波
の
高
麗
館
の
上
に
新
設
さ
れ
、

も
存
在
し

宅
に
は
倉
が
付
い
て
お
り
、
豪
族
た
ち
も
こ
の
地
に
経
済
活

動
の
基
盤
の

一
つ
を
置
い
て
い
た
。

と
す
れ
ば
、
港
を
中
心

と
し
た
市
井
の
経
済
、
商
業
活
動
も
ま
た
、
活
発
に
行
な
わ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

。

え
る
た
め
の
新
館
が
、

使
者
た
ち
の
船
は

「
難
波
津
」に
停
泊
し
た
こ
と
な
E

が
記

き
れ
て
い
る
。

難
波
津
を
軸
と
し
て
水
辺
に
聞
け
た
難
波
は
、
古
代
に
お

経
済
面
か
ら
見
る
と
、
難
波
津
は
西
国
諸
国
か
ら
中
央
政

い
て
す
で
に
「
水
都
」
で
あ
り
、「
商
都
」
で
も
あ
っ
た
こ
と

津村仁教慢が推定された難波京区域

j畢村新鋭

；翠村脱（前期難波宮．湯村｜日続）

権
に
納
め
ら
れ
る
物
資
の
集
積
港
で
あ
り
、

こ
う
し

国
内
流
通
の
拠

が
想
像
さ
れ
る
。

大
化
改
新
に
よ
る
難
波
遷
都
は
、

点
で
も
あ
っ
た

。

難
波
屯
倉
は
、
そ
の
た
め
の
中
心
的
な
機

た
都
市
的
背
景
を
抜
き
に
し
て
は
、
語
る
こ
と
は
で
き
な
い

能
を
持
つ
施
設
、
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る。

難
波
に
お
け
る
経

で
あ
ろ
う

。

済
活
動
が
E

の
程
度
の
規
模
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
中

孝
徳
朝
か
ら
天
武
朝
に
お
け

る

難
波
宮

央
の
王
権
ば
か
り
で
な
く
、
有
力
豪
族
も
ま
た
難
波
に
邸
宅

孝
徳
天
皇
の
遷
都
に
と
も
な
う
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
完
成

は
、
白
雄
三
年

を
構
え
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、そ
の

一
端
を
知
る
こ
と
が
で

（
六
五
二
）
の
九
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ

回ーー 前期灘；庫京

＝＝＝ 後期難波京

込
d
e
h
v
。

用
明
朝
の
物
部
氏
の
難
波
宅
、

欽
明
朝
の
大
伴
氏
の

住
吉
宅
、
さ
ら
に
は

皇
極
朝
の
蘇
我
氏
の
大
津
宅
な
E

が
文

の
姿
を
具
体
的
に
語
る
文
献
は
な
い
が
、

「
薄
く
論
、
す
べ
か
ら
ず
（言
葉
で
は
表
わ
せ
な
い
ほ
ど
立
派

『
日
本
書
紀
』
は

献
に
は
表
わ
れ
て
い
る
。

蘇
我
氏
の
大
津

（
難
波
津
）の
邸

だ
ご
と
賞
賛
し
て
い
る
。

発
掘
調
査
に
よ
る
遺
構
配
置
な
ど

ん
、
東
側
も
生
駒
山
麓
に
至
る
ま
で
の
広
大
な
地
域
が
、
一

面
の
海
（
河
内
湾
）
引
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
上
町
台
地
は
か

つ
て
、
海
の
中
に
突
き
出
し
た
半
島
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ

の
河
内
湾
が
や
が
て
、
淀
川
と
大
和
川
の
二
大
水
系
の
運
ぶ

泥
と
水
に
よ
り
、
淡
水
の
湖
と
な
り
、
さ
ら
に
は
沼
沢
と
な

っ
て
い
く
経
緯
は、

小
松
左
京
氏
の
原
稿
に
詳
し
い
。
ま
た
、

台
地
の
東
北
端
に
「
森
の
宮
遺
跡
」
と
呼
ば
れ
る
縄
文
期
か

ら
歴
史
時
代
に
一
主
る
貴
重
な
複
合
遺
跡
が
あ
り、

そ
こ
で
発

見
さ
れ
た
貝
塚
の
層
を
見
る
と
、
海
か
ら
湖
へ
と
い
う
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
地
勢
の
変
遷
過
程
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

。

こ
の
よ
う
に
上
町
台
地
は
、
海
、
湖
、
川
な
ど
の
水
系
に

固
ま
れ
た
大
阪
平
野
に
あ
っ
て
、
太
古
の
昔
か
ら
人
聞
が
居

住
で
き
る
安
定
し
た
高
台
を
構
成
し
て
い
た

。

そ
れ
だ
け
に

し
ば
し
ば

、

古
代
史
の
重
要
な
舞
台
と
も
な
っ
た
。
そ
の
中

で
も
、
難
波
の
都
市
化
を
推
察
す
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

次
の
よ
う
な

『
記
』
『紀
』

の
伝
承
で
あ
る

。

お
お
す
み
の
み
や

「
天皇
難
波
に
幸
し
て
大
隅
宮
に
居
ま
す

」

（
応
神
朝
）

た
か
つ
の
み

や

「

難
波
に
都
つ
く
る

。

こ

れ
を
高
津
宮
と
謂
ふ
」

（
仁
徳
朝
）

応
神
、
仁
徳
と
い
う
強
大
な
勢
力
を
誇
っ
た
王
権
が
、
い

ず
れ
も
難
波
に
宮
殿
を
構
え
、
仁
徳
天
皇
に
至
っ
て
は
都
を

置
い
た
と
す
る
伝
承
は
、
難
波
が
ほ
か
と
は
異
な
る
特
別
の

地
ゃ
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
を
め
「
り
、

歴
史
学
の
分
野
で
は
「

難
波
王
朝
」
や
「

河
内
王
朝
」
の
存

在
が
論
争
の
的
と
な
っ
て
き
た
。
大
隅
宮
と
高
津
宮
に
つ
い

て
は
、
場
所
は
ま
だ
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ど
ち
ら
も
上
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町
台
地
上
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
交
通
の
要
衝
と
し
て
の
難
波
の
歴
史
も
古
い

。

水

に
固
ま
れ
た
地
の
利
か
ら
、
台
地
の
沿
岸
部
に
は
榎
津
、
住

吉
津
、
難
波
津
な
ど
の
港
が
早
く
か
ら
聞
か
れ
た

。

と
り
わ

け
難
波
津
は
、
政
治
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
外
交
関
連

の
施
設
が
数
多
く
建
設
さ
れ
た
。
『

記
』
『紀
』

に
よ
れ
ば
、

な
に
わ
の
む
ろ

っ
み

継
体
朝
に
は
外
交
上
の
館
舎
と
い
わ
れ
る
「
難
波
館
」
の
存

み
や
け

在
が
認
め
ら
れ
、
安
閑
朝
に
は
「
難
波
屯
倉
」

と
呼
ば
れ
る

諸
物
資
を
管
理
す
る
官
営
の
施
設
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

は
ふ
り

つ
町
み
や

ま
た
、
欽
明
朝
に
は
「
難
波
の
祝
津
富
」
が
営
ま
れ
、
外
交

か
ら
想
像
さ
れ
る
難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
姿
は
、日
本
古
来
の

建
築
様
式
に
加
え
、
大
陸
風
の
都
城
思
想
を
採
用
し
た
、
従

そ
こ
に
は
、

来
に
み
ら
れ
な
い
画
期
的
な
宮
殿
で
あ
っ
た
。

大
化
改
新
の
理
想
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
中
大
兄
皇
子
や

孝
徳
天
皇
た
ち
の
、
情
熱
を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

難
波
長
柄
豊
碕
宮
の
首
都
と
し
て
の
期
間
は
、

あ
ま
り
に
短
か
っ
た
。
翌
年
、
孝
徳
天
皇
と
中
大
兄
皇
子
と

の
意
見
が
対
立
す
る
と
、
実
権
を
掌
握
し
て

た
中
大

飛f 兄
鳥ム皇

子
は
皇
極
上
皇
を
始
め
と
し
た
一
族
全
員
を
連
れ
て
、

か
わ
ペ
町
か
り
み
や

河
辺
行
宮
へ
と
引
き
揚
げ
て
し
ま
っ
た
。

は
し
ひ
と

で
あ
る
間
人
皇
女
に
ま
で
去
ら
れ
、

み
ず
か
ら
の
皇
后

一
人
残
さ
れ
た
孝
徳
天

皇
は
、
や
が
て
失
意
の
う
ち
に
こ
の
宮
で
崩
じ
て
い
る
。

難
波
の
地
は
そ
の
後
も
、
斉
明
朝
、
天
智
朝
を
通
じ
て
、

外
交
上
の
拠
点
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。た
と
え
ば
難
波

津
は
、
遣
唐
使
の
発
着
港
と
し
て
賑
い
、ま
た
半
島
に
お
い

撮影・側航測写真センター

て
百
済
が
唐
・
新
羅
の
攻
撃
を
受
け
た
折
り
に
は
、斉
明
天

皇
は
み
ず
か
ら
援
軍
を
率
い
て
難
波
宮
に
行
幸
し
て
い
る
。

こ
の
難
波
宮
は
、
孝
徳
朝
の
難
波
長
柄
豊
碕
宮
と
同
じ
宮
殿
17 

で
あ
る
。

そ
の
難
波
宮
が
、
次
に
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
、
天
武

天
皇
の
と
き
で
あ
っ
た
。
壬
申
の
乱
に
勝
利
を
お
さ
め
、
示
即

き
よ
み
は
ら
の
み
や

浄
御
原
宮
に
お
い
て
皇
位
に
就
い
た
天
武
天
皇
は
、
難
波
の

経
営
に
も
力
を
注
い
だ
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、天
武
六

年
（
六
七
七
）
に
は
難
波
に
お
け
る
港
湾
管
理
と
外
交
を
担

せ
つ
つ
し
き

当
し
た
「
摂
津
職
大
夫
」

を
新
た
に
任
じ
、
ま
た
天
武
八
年

難
波
に
「
羅
城
（
外
郭
）
」
を
築
い
た
と

（
六
七
九
）
に
は
、

す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
天
武

宮一

言手
慮さハ
に」 0

非こ二

ず
一
二
月
に
は
、

「
凡
そ
都
城
、

必
ず
両
参
に
造
ら

む
。
故
れ
先
ず
難
波
に
都
せ
む
と
欲
すL

み
こ
と
の
り

と
詔
し
て
、
複
都
制
の
思
想
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
複

首
都
の
ほ
か
に
陪
都

－
『
：剖
耐
と
は

（
副
都
）を
置
く
形
式
、
て
、

陪
や
唐
に
先
例
が
あ
る
。

て
、
難
波
宮
は
陪
都
と
し
て
行
政
上
の
重
要
な
都
市
と
な
り
、

天
武
天
皇
に
よ
る
こ
の
詔
に
よ
っ

そ
の
整
備
が
急
速
に
進
ん
だ
。



と

こ
ろ

が

し
ゅ
ち
ょ
う

そ

の
約
二
年
後
の
朱
鳥
元
年
（六
八
六
）
正

月
、
難
波
宮
は
致
命
的
な
火
災
に
見
舞
わ
れ
た

。

「
大
蔵
省
」

か
ら

の
出
火
に
よ

っ
て

「
兵
庫
職」
を
除
く
宮
室
の
大
半
が

焼
け
落
ち
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る

。

さ
ら

に
そ
の
年
の
九
月

に

天
武
天
皇
も
崩
御
さ
れ

副
都
・

難
波
宮
の
栄
華
は

一
場

の
夢
と
消
え
た
。

孝
徳
朝
の
造
営
か
ら
天
武
朝
の
焼
失
ま
で

は
ぽ
三
五
年

。

そ
の
問

、

難
波
宮
は

改
修
な
ど
の
変
化
は

受
け
た

も
の
の

基
本
的
に
は
同
じ

宮
殿
と
し
て
機
能
し
て

発
掘
調
査
に
よ

っ
て

判
明
し
て
い
る

。

き

た
、
了
と
が

そ

で
、
両
宮
を
建
築
的
に
は

つ
の
も
の
と
考
え

、

現
在
は
「
前

と
称
し
て
い
る
。

前
期
難
波
宮
は

期
難
波
宮
」

上
町
台
地

に
展
開
さ
れ
た
都
市
形
成
史
の
集
成
と
も
い
え
る
都

・

難
波

の
中
心
と
な
っ
た
宮
殿
で
あ
り

ま
た
大
化
改
新
の
理
想
を

具
現
化
し
た
貴
重
な

建
築
で
あ
っ
た
。

前
期
難
波
宮
の
復
元
試
案

ど
の
よ
う
な

姿
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

前
期
難
波
｛
円は

、

か
。

AI
同
の
、
一
土
眼
で
あ
る

「
後
期難
波
宮
」
を

復
元
す
る
に

｜療
し

比
較
検
討
の
た
め
に
前
期
難
波
宮
の
特
徴
を
紹
介
し

て
お
き
た

い
。

こ

れ
は

現
在
ま
で
の
発
掘
資
料
を
基
仁

財
団
法
人
大
阪
市
文
化
財
協
会
の
植
木
久
氏
が
試
み
た
復
元

案
の
概
略
で
あ
る

（2
1

3

ペ
ー

ジ
の
パ
l

ス
）。

。
全
体
配
置

前
期
難
波
宮
は

上
町
台
地
の
北
端
部
に
近
い
も

っ
と

も

標
高
の
古川
い
地
域
を

中
心
に
造
営
さ
れ
た
。

宮
殿
の
中
枢
部

だ
い
り
ち
ょ

う

し
ゅ
う

ど
う

い
ん

は
、
北
に
内
裏
、
南
に
朝
集
堂
院
を
配
し
、
そ
れ
ら

は
回
廊

に

よ
っ
て

結
ぼ
れ
て
い
た

。

こ

の
構
成
は

内
裏
を
中
心
と

し
た
天

皇
の
内
延
的
部
分
と

朝
堂
院
を
中
心
と
し
た

一
般

行
政
を
掌
る
部
分
と
が

ま

だ
い
木
分化
の
段
階
を
示
し
て
い

る
。

藤
原
宵
以
降
の
宵
殿
で
は

内
裏
t

朝
堂
院
と
が
明
確

に
分
離
さ
れ
て
お
り

こ

の
点
の

比
較
は
都
城
の
発
展
史
を

考
え
る
上
か
ら
興
味
深
い
。

内
哀
南
門

紫L
門

朝
堂
院
南

内
事
後
殿

内
裏
前
殿

門

（
南巾
門

な
ど
の
建
物
は

南
北
の
中
軸
線
上
に
並
び

朝
堂
院

朝
庭

そ
の
ほ
か
の
八
角
殿
院

（京
・
凶
楼
）

件
堂
な
ど
は
左
ホ

対
称
に
配
さ
れ

全
体
に
整
然
と
し

た
配

文
中
に
も

少
し
指
摘
し
た
よ
う

に
、

そ
れ
以
降
の
宮

態
は

、

殿
と

は
異
な
る

点
が
か
な
り

多
い
。
－／
角
殿
院
や
朝
堂
院
（朝

庭
）
の
形
式
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
る

の
か

、

日

本
の
都
城
の
源
流
を
探
る

上
で
、前
期
難
波
宮
の
存
在
怠
義

は
大
き
い
。

「
難
波
京
」
と
そ
の
成
立
時
期

a
A

守s
d、

一
→
ノ

都
市
史
の
見
地
か
ら
は
、

｛
同
を中
心
’
と
し
た計
画

「
難
波
京
」
の
存
在
を
め
寸

つ
て

の
関
心
が
高
い
。

都
市難

波
京
に
つ
い
て
は

、

大
化
改
新
の
詔
に

、

次
の
よ
う

な

文
が
あ
る
。

み
き
と
こ

く

し

「
其
の
二
に

日
く
、
初
め
て
京
師
を
修
め
、
畿
内
の
国
司
、

ぐ
ん
じ

せ
き
そ
こ
や
か
た
さ
き
も

つ

は
ゆ
ま
っ
た
は
ワ

う

ま

郡
司
、
開
塞
、
斥
候
、
防
人
、
韓
馬
、
博
馬
を
置
く
、
及
び

す
ず
し
る
し
ま
ち
ご
と
お
き

鈴
契
を
造
り

、

山
河
を
定
め
よ
。

九
そ
京
に
は
坊
毎
に
長
一

ヱ
ヴ
な
がL

へ
ひ
と

か
ん

が

を
さ

人
を
置
き

、

四
坊
に
令

一
人
を
置
き

、

戸
口

を

按
へ
俄
め

、

か
た
ま
し
〈
あ
し
き
た
だ
み

好
非
を
督
し

察
る
こ
と

を
掌
れ

（
後略
）」

こ

の
詔
に
よ
れ
ば

、

孝
徳
天
皇
や
中
大
兄
皇
子
た
ち

の
め

ざ
し
た
も
の
は
、

中
央
集
権
国
家
に

ふ
さ

わ
し
い

整
然
と
し

た
大
陸
風
の
計
画
都
市
で
あ
っ
た
と
い

え
る

。

た
だ
し
、
こ

の
詔
の
内
容
は
、
の
ち

の
大
宝
令
に
よ

る

潤
色
で
あ
る
・
と

い

う
説
も
あ
り
、

孝
徳
朝
に
お

け
る
難
波
京
の
存
在
は
ま
だ
明

確
に
は
な
っ
て
い
な
い

。

難
波
京
の
痕
跡
を
う
か
が
い
知
る
も
の
と
し
て
は
、
難
波

宮
の
中
軸
線
の
延
長
上
仁

、
朱
雀
大
路
と
も
考
え
ら

れ
る
道

が
み
ら
れ
、
さ
ら

に
南
に
あ
る
四
天
王
寺
の
東
側
で
は
方
格

の
地
割
の
跡
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

。

そ

の
方
格
の
一
坊
は
、

藤
原
京
の
一
坊
と
同
じ
大
き
き
で
も
あ
る

。

ま
た

、

難
波
宮

の
西
側
に
あ
た
る
船
場
島
之
内

、

て
も
、
難
波
京
の
も
の
と
い

わ
れ
る

方
格
の
地
割
跡
が
み
つ
か
っ
て
い
る

。

こ
れ
ら
の
痕

跡
や
文
献
を
も
と
に
、
津
村
仁
教
授
を
始
め
t

し
て
難
波
京

の
復
元
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
上
町
台
地
に
お
け
る

難
波
京

の
姿
と
ス
ケ
ー

ル
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
口
ぺ
l

ジ

図
参
照
）。

た
だ
、
難
波
京
の
成
立
時
期
を
め
ぐ

っ
て
は
諸
説
が
あ
り
、

こ

こ
に

紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
も
し
難
波
京
が
孝
徳
朝
、

あ
る
い
は
天
武
朝
に
造
営
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
最

置
？
と

な
っ
て

い
る
。

。
建
物

す
べ
て

の
建
物
が
掘
立
柱
形
式
で
あ
り

、

屋
根
瓦
は
用
い

て

い
な
い

。

ま
た
基
準
尺
は

一
尺
H

二
九
二
ミ

リ
メ
ー

ト

ル

で
あ
り

い
わ
ゆ
る
天
平
尺

（
一
尺
H

二
九
八
ミ

リ
メ

l

ト

ル
）
よ
り
も
短
い
尺
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る。

さ
ら
に
、
建

物
の
遺
構
に
広
く
火
災
に
あ
っ
た
痕
跡
が
み
ら
れ
る。

こ

れ

ら
の
、
」？
と
か
ら

天
武
朝
の
朱
鳥
元
年
の
火
災
時
以
前
の
建

築
い

て
あ
る
こ

と
は
明
確
だ
が

さ
ら
に
そ
の
ほ
か
の
発
掘
資

料
か
ら

、

前
期
難
波
宮
は
孝
徳
朝
に

創
建
さ
れ
た
も
の
と

考

え
ら
れ
る
。

遺
構
中
最
大
の
建
物
は
内
裏
前
殿
で
あ
る

。

柱
間
九
間
（三

六
・
六
メ
ー

ト
ル
）
×

五
間

（
一
九
メ
ー

ト
ル
）
で
、
梁
間
三

聞
の
身
舎
の
四
両
に
庇
を
持
つ
建
物
”
で
あ
っ

た
と
推
察
さ
れ

る
。

そ
の
身

舎
の
柱
痕
跡
は

、

直
径
七
三
セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル

に
及
ぶ
巨
大
な
も
の
で
あ
る

。

内
裏
前
殿
は
、
の
ち
の
朝
堂

院
正
殿
（
大
根
殿
）
と
内
裏
正
殿
の
役
割
の
両
方
を
兼
ね
た

も
の
と
思
わ
れ
る

。

こ

れ
も
藤
原
宵
以
降
に
分
化
し
て
い
く

。

内
裏
前
殿
の
南
に
あ
る
紫
門
は
、
七
閉
会

一二
・

七
メ
l

ト
ル
）
×
二
問
（

一
二
ニ
二
メ
ー

ト
ル
’

の
平
面
を
持
つ
、
総

そ
の
後

柱
の
重
層
門
で
あ
る

。

こ
れ
ほ
ど

の
巨
大
な
門
は

の

古
の
計
画
都
市
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

一
一、

後
期
難
波
宮
と
難
波
京
の
盛
衰

聖
武
天
皇
と
難
波
宮
の
再
建

天
武
天
皇
の
亡
き

後
、
そ
の
意
志
を
継
い
だ
持
統
天
皇
は
、

や
が
て
大
和
平
野

の
一
角
に
本
格
的
な
都
城
計
画
を
推
進
し

た
。

こ
れ
が
持
統
八
年
（
六
九
四
）
に
遷
都
が
行
な
わ
れ
た

酬
じ
わ

り
き
ょ
う

「
藤
原
京

」
で
あ
る
。

藤
原
京
は
、
持
統

、

文
武
、
元
明
の

三
代
二
ハ
年
の
短
い
首
都
で
あ
っ

た
が
、
前
期
難
波
宮
と
し

ば
し
ば
比
較
さ
れ
る
よ
う
に
、
わ
が
国
の
初
期
宮
都
と
し
て

重
要
な
都
市
で
あ
る

。

さ
ら

に
元
明
天
皇
の
和
銅
三
年

（
七
一
O
）
に
は
、
藤
原

京
を
凌
駕
す
る
規
模
の
「

平
城
京

」

が
奈
良
に
造
営
さ
れ

た

こ
の
間
、
難
波
宮
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か。

朱

鳥
元
年
の
失
火
に
よ
り
宮
室
を
全
焼
し

た
が
、
文
献
に
よ
れ

ば
、
そ
の
後
も
持
統
上
皇
、
文
武
、
元
正
天
皇
の
時
代
に
、

そ
れ
ぞ
れ
難
波
宮
行
幸
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

。

し
か
し
、
そ

の
当
時
の
難
波
宮
が
、
前
期
難
波
宮
や
の
ち
の
難
波
宮
と
ど

う
関
係
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る

。

あ

る
い
は
難
波
の
地
に
、

仮
宮
と
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
引
で
あ
ろ
う
か。

難
波
の
地
に
お
い
て
、
再
び
本
格
的
な
宮
殿
の
造
営
が
開

始
さ
れ
た
の
は
、
聖
武
天
皇
の
と
き
で
あ
っ
た。
『
続
日
本
紀
』

の
神
亀
三
年
（
七
二
六
）
十
月
の
条
に
「
式
部

卿
従
三
位
藤

の
宮
都
に
も
見
当
た
ら
な

い
。

そ
の
内
裏
南
門
の
両
側
に
配
置
さ
れ
た

八
角
殿
院

（東
楼
、

西
楼
）
は
、
前
期
難
波
宮
に

お
け
る
も
っ
と
も

特
徴
的
な
建

一
辺
約
四

一
メ
ー

ト
ル
の
方
形
の
複
廊
の
中
央

物
で
あ
る
。

仁

、
三
重
の
柱
を
持
つ
八
角
形
の
楼
閣
が
建
っ
て
い
た
と

思

わ
れ
る
。

そ
の
役
割
に

つ
い
て
は

、

あ
る
い
は
鼓
楼

鐘
楼

、

と

考
え
ら
れ
る

が
、
外
観
的
に
は
中

心
に
あ
る
内

裏
前
殿
を

荘
厳
化
す
る
飾
り
的
な
意
味
も
あ
っ
た

A

で
あ
ろ
う

。

八
角
形

の
平
面
を
持
つ
建
築
物
は

、

寺
院
に

は
み
ら
れ
る
が

、

宮
殿

で
は
前
期
難
波
宮
を
お

い
て
ほ
か
に
は

例
が
な
い
。

ま

た
建

か
し
わ
ら
は

い

じ

七
世
紀
半
ば
と
い

わ
れ
る
京
都
府
樫
原
廃
寺
の

設
時
期
は

、

八
角
塔
跡
と
並
ぶ
日
本
最
古
の
も
の
で
あ
り

、

そ
の
平
面
規

模
は
わ
が
国
最
大
と
さ
れ
る
興
福
寺
南
円
堂
を
も
し

の
ぐ

壮

大
な
も
の
で
あ
る
。

. 一一一
' 

そ
の
南
側
に
広
が
る
朝
堂
院
（
最
近

東
第

一
堂
を
検
出

は
、
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も

四
堂
の
朝
堂
を
持

つ
大
規
模
な
も
の
で
あ
る
。

藤
原
宮
以
降
の
朝
堂
院
は

二
堂
が
止
式
と
さ
れ
て
お
り

、

前
期
難
波
宮
は
そ
の

前
段
階

18 

的
な
形
式
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

。

ま

ニ
、

可
』
佐
皮

4
3

AH
t
f

襲
、
l

は
、
藤

宮
の
朝
堂
院
の
東
西
幅
（

二
三
一一
了
間
メ
ー
ト

ル

原
富
の
朝
堂
院
の
東
西
幅
（一
二
ニ
0
・

三
メ
ー
ト

ル
）

Lt 

［左］復元された鴎尾模型、［右］発掘された脇尾片 （写真／大阪市史編纂所）

ぼ
等
し
い
と
い

っ
た
類
似
点
も
あ
る

。

。
そ
の

他

前
期
難
波
宮
に
つ
い
て
は

今
岡
は
紙
面
の
関
係
も
あ
り

そ
の

特
徴
的
な

一
部
を
列
記
す
る
に
留
め
た
。
宮
殿
の
形
態

は
、

そ

の
時
代
の
政
治
制
度
の
表
現
で
あ
る
と
も
理
解
で
き

る
。

そ
れ
だ
け
に
、
古
代
史
に
お
い
て
重
要
性
が
指
摘
さ
れ

そ
の
創
建
が

孝
徳
朝
で
あ
る
か
ど
う
か
を
め
や
る
論
争
が
尽
き
な
い。

大

る

の
も

当

然
で
あ
る
。

前
期
難
波
宮
の
場
合
、

化
改
新
の
解
釈
と
も
関
わ
る
だ
け
に

今
後
も
古
代
史
の
大

き

な
テ
l

マ
と
な
る
で
あ
ろ
う

。

ま
た

日
本
の
都
城
制
は

中
国
の

影
響
を

受
け
て
い
る

そ
れ
が
惰
・

唐
の
長
安
城
で
あ
る
か

の
は
明
確
だ
が

そ

れ
以
前
の
南
北
朝
時
代
の
影
響
いて
あ
る
か
を
め
「
り

日
中

の
学
者
の
聞
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。

前
期
難
波
宮
の
形

重圏文軒瓦 （写真／大阪市教育委員会）

原
朝
臣
宇
合
を
以
て
、
知
造
難
波
宮
事
と
な
す
」
と
あ
る

。

藤
原
宇
合
は
、
聖
武
天
皇
や
光
明
皇
后
と
縁
戚
関
係
に
あ
る

藤
原
家
の
三
男
で
あ
り
、
ま
た
遣
唐
使
と
し
て
大
陸
仁
渡
っ

た
経
験
も
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
難
波
宮
の
再
建
は

、

藤
原
宇

合
を
始
め
と
し
た
新
し
い
ブ
レ
ー

ン
に
よ
る
意
欲
的
な
都
市

計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る

。

そ
の

翌
年
、
聖
武
天
皇
は

、

難
波
宮
の
造
営
工
事
に
携
わ

ぞ
う
よ
う

る
雇
民
の
課
役
と

房
の
雑
径
を
免
じ
て
い
る
。

宮
都
の
造
営

が
民
衆
に
と
っ

て
は
大
き
な
負
担
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

軽
減
を
図
る
措
置
で
あ
っ
た
。

ま
た
天
平
四
年
（
七
三
二
）

に
は
、
藤
原
字
合
以
下
、
仕
丁
に
至
る
ま
で

、

物
を
賜
っ
た

と
す
る
記
事
が
『

続
日
本
紀
』

に
み
ら
れ
る
。

こ

の
時
期
に
、

難
波
宮
の
工
事
に

一
区
切
り
が
つ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
万

み
や
こ

葉
集
』
に
は
、
「
昔
こ
そ
難
波
田
舎
と言
は
れ
け
め
、
今
は
京

引
き
都
び
に
け
り
」
と
い
う
宇
An
の
歌
が
あ
る
。

天
武
朝
の

火
災
以
後
、
お
そ
ら
く
は
荒
廃
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
難
波
宮

が
よ
う
や
く
立
派
に
な
っ
た
と
、
自
負
し
た
歌

d

で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い

。
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ひ
」ワ
ぷ

難
波
宮
の
造
営
は
、
さ
ら
に
石
川
朝
臣
枚
夫
を
長
官
と
し

て
進
め
ら

れ
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
は
有
位
の
官
人
に

位
階
に
応
じ
た
宅
地
を
難
波
京
に
班
給
し

て
い
る
。

こ
れ
は

直
木
孝
次
郎
教
授
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宮
殿
ば
か
り

で
な
く
難
波
京
全
体
が
、
い
よ
い
よ
宮
都
t

し
て

の
体
裁
を

整
え
て
き
た
証
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
聖
武
朝
に
再
建
さ
れ

た
難
波
富
を
、
今
日
、
「

後
期
難
波
宮
」
と

称
し

て
い
る
。

聖
武
天
皇
は
、
計
九
回
も
難
波
宮
に
行
幸
し

、
早
く
か
ら

難
波
遷
都
の
意
志
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し

、

こ

の
時
代
は
し
ば
し

ば
飢
僅
に
見
舞
わ
れ
、
ま

た
天
平
九
年

（七
三
七
）
に
は
全
国
に
疫
病
が
流
行
し
、

王
権
の
後
ろ

盾

で
あ
っ
た
藤
原
家
の
兄
弟
が

こ

と
ご
と
く
犠
牲
に
な
る

と

い

う
突
発
事
が
起
き
た

。

さ
ら
に
天
平
一
二
年

（七
四
O
）
の

ふ
じ
わ
ら
の
ひ
ろ
っ
ぐ

太
宰
小
弐
藤
原
広
嗣
の
乱
の
発
生
な
ど
に
よ
り

、
難
波
宮
遷

都
に
至
る
ま

で
に
は
か
な
り
の
好
余
曲
折
が
あ

っ
た
。

そ

の

経
緯
は
、
直
木
孝
次
郎
教
授
の
別
稿
に
詳
し

い
。く

に
の

み
や

天
平
二
ハ
年
（
七
四
四

）
の
正
月
、
天
皇
は
恭
仁
宮
の
朝
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い
ず
れ

堂
に
百
宮
を
集
め
、
「
恭
仁
・
難
波
の
二
京
何
れ
を
定
め
て
都

と
為
さ
ん
。
各
そ
の
志
を
言
へ
」
と
訊
ね
て
い
る
。
ι
、
ー
し
ず
＼

直
後
に
難
波
宮
に
行
幸
し
、事
実
上
、
遷
都
の
意
志
を
固
め

た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
実
際
の
難
波
宮
遷
都
の
勅
宣
は
、
左

た
句

ば
舎
の
も
ろ
え

大
臣
橘
諸
兄
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
が
、

し
が
ら

さ
の
み
や

皇
一
は
ま
た
紫
香
楽
宮
に
行
幸
す
る
な
ど
、
そ
の
直
前
に

天

あ
わ
た
だ
し
い
遷

都
で
あ
っ
た。

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
・
難
波
の
繁
栄
と
終
鷲

圃圃園 前期難波宮

圃園田 後期難波宮

ーーー 史跡指定地

中
央
政
権
の
混
乱
と

は
別
に
、
難
波
の
地
は
そ
の
間
も
急

ほ
ん
り
ょ
う
い
き

速
に
都
市
整
備
が
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
『
日
本
霊
異
記
』

ぎ
よ
う

さ

は
、
天
才
的
な
建
設
技
術
者
と
し
て
も
有
名
な
僧
の
行
基
が

、

大阪市立中央
青年セ／ター

同i島町

口

OIDIDI口
大
阪
市
中
央
体
資
鰐

口

口

口

口

‘F、

、．

田
信
長
が
「
お
よ
そ
大
坂
は
日
本
一
の
境
地
な
り
」
t

看
破

し
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
情
報
文
化
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

都
市
・

難
波
と
い
う
前
身
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

一一一、

後
期
難
波
宮
の
復
元

復
元
の
概
要

。
全
体
の
構
成

聖
武
朝
の
後
期
雛
波
宮
は
、
孝
徳
朝
の
前
期
難
波
宮
と
同

じ

上
町
台
地
の
北
端
部
に

、

中
軸
線
を
共
有
す
る
形

大t で、

極f 造
殿： 常

院： さ
れ

草月； た
堂ぞ 』

院：ふ
朝； 開
集~ '(' 
,ill. 今 V

·￥.~ て

院； ぃ
カす る

並
ん ~t
でか
お ら
り

内
裏
、

内
裏
部
分
は

前
期
難
波
宮
と
は
異
な
り
、

内
裏
回
廊
に
固
ま
れ
て
独
立
し

て
い
る

。

全
体
の
構
成
や
規
模
は
、
同
時
代
の
平
城

ま
た
、

難波宮関係の略年表

日
（
第
二
次
）
と

の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、朝
堂
院

の
建
物
は
平
城
宮
が
一
二
堂
で
あ
る

の
に
対
し
、
難
波
宮
は

八堂となっている。主要建物が中軸線上に南北に並
西暦 和底（天皇年紀） 天皇 事 1買

Is 世紀 陀神 聴，症に行幸（大隅富）

仁i牽 強漉に都す（高速宮）
5世紀注物幹

欽明 聡直に行幸（祝章宮）

［二のころ仏教伝来）

推古 外国債臣を砲渡に蜜する（四天王寺 法隆寺建立） 擁J直宮下層

608 1桂古 1 6 温情使、経波よリ出発唐客袈世官、緊波書に来る遺跡住居跡

645 大化元 孝穂 （大化改新）都を震直に移す

652 自娃3 駐車長柄量碕富完成

667 実智6 実智 （大海宮遷都）

672 （弘文元｝ （弘文） （壬申の乱）

673 天武元 天武 t飛鳥，争調原宮遷都） 前糊際波宮

678 6 f聖；主職の初見

679 7 猿渡に零塊を箆〈

684 12 磁波に番目せんと犯す

686 朱鴫元 大蔵省より出火、宮室全廃

694 j寺筏8 f寺統 （蔵庫尽遺書S)

699 文武3 文武 譲渡宮に行幸

706 慶雲3 尊重波に得率 中期続波宮

710 率。~ 3 元明 （平披京遷都）

717 養老元 元正 権波宮に幸す

726 神‘3 聖武 E事原字合を望日1置難渡宮事とす

732 実平4 字合りに均を賜う工事一段落力、、

734 6 難波車の宅地を1:1給す

744 16 義渡宮を皇軍Eと定む

745 17 （平城京遷都） 後糊髭波宮

75E 島天平支向" 孝9" 天皇、難波宮の東南新宮に御す

771 宝亀2 光仁 震，E宮に行幸

784 延底 3 橿武 （長岡京選都）

793 延暦12 ニの頃暖波宮廃止

794 延麿13 li!.武 （平安京選都）

〈
朝
集
堂
院
〉

朝
集
掌
院
は
儀
式
を
行
な
う
際
の
待
機
場
所
で
あ
り
、
東

問
に
配
置
さ
れ
た
朝
集
堂
は
衣
服
を
整
え
る
場
と
さ
れ
イ

L

る
。

そ

の
敷
地
規
模
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
が
、
東
西

が
朝
堂
院
と
同
じ
五
四
二
尺
（
一
六
二
メ
ー
ト
ル
）
、
南
北
は

半
分
の
三
O
O
尺
（
八
九
メ
ー

ト
ル
）
と
想
定
し
た
。

ま
た

東
西
の
朝
集
堂
は
、
朝
堂
院
に
準
ず
る
礎
石
建
物
で
、
切
妻

屋
根
の
瓦
葺
と
し
た
。

②
門
、
回
廊
、
塀

〈
問
パ
〉

す
ぎ

〈
も
ん

難
波
宮
の
正
門
と
も
い
え
る
朱
雀
門
は
、
続
く
朝
集
堂
院

南
門
と
同
規
模
の
柱
間
五
間×
二
聞
の
重
層
入
母
屋
屋
根
、
で

あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
。

ま
た
、
朝
堂
院
と
朝
集
堂
院
と
の

境
に
佐
置
す
る
朝
堂
院
南
門
は
楼
門
、
大
極
殿
院
の
入
口
に

司
、A，
・
u
’
A均

あ
た
る
大
極
殿
閤
門
は
、
単
層
の
切
妻
屋
根
と
し
た
。

〈
回
廊
お
よ
び
築地
塀
〉

同
廊
は
、
中
間
仕
切
に
連
子
格
子
窓
を
持
つ
複
廊
、
て
、
緩

や
か
な
軒
反
り
を
持
ち
、
屋
根
は
瓦
葺
。
築地
塀
は
、
寄
せ

や
は
り
瓦
葺
と
し
た。

柱
を
用
い
た
形
式
、
て

③
細
部
の
建
築
的
特
徴

〈
屋
根
〉

後
期
難
波
宮
の
遺
構
か
ら
は
、
蓮
華
・

唐
草
文
系
軒
瓦
や

重
圏
文
軒
瓦
が
出
土
し
て
い
る
。

こ

の
中
で
も

、

特
徴
的
と

い
え
る
の
は
重
圏
文
軒
瓦
で
、
こ

れ
は
後
期
難
波
宮
の
創
建

時
の
瓦
で
あ
る
と
同
時
に

、

の
ち
の
長
岡
宮
に
再
利
用
さ
れ、

さ
ら
に
平
安
宮
に
も
再
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
、
主
要
建
物
以
外
の
雑
舎
の
屋
根
形
式
は
桧
皮

葺
あ
る
い
は
板
葺
と
し
た
。

〈
基
壇
〉

大
極
殿
に
代
表
さ
れ
る
基
壇
は
、
東
石
を
用
い
な
い
古
式

の
壇
上
積
基
壇
で
、
石
の
材
質
は
凝
灰
岩
で
あ
る
。
大
極
殿

部
分
で
は
、
地
覆
石
（
高
さ
二
九・
五
×

幅
五
五
・
五
×

長
さ

難
波
の
江
を
掘
削
し
て
船
津
ぞ
造
っ
た
故
事
を
伝
え
て
い
る
。

設ま
（た
布ふ
施せ 長
屋ゃ柄
）橋

を
聞

と

つ

堀
江
橋
な
ど
の
橋
を
架
け
た
り、

救
民
施

社
会
事
業
に
も
尽
力
し

た
様
子
も
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
行
基
の
建
設
活
動
は
、
同
時

に
民
間
の
雇
用
事
業
で
も
あ
り
、多
く
の
人
聞
が
都
市
建
設

に
参
画
し
た
は
ず
で
あ
る。

天
平
年
問
、
官
営
事
業
と
し
て
は
藤
原
字
合
や
石
川
枚
夫

の
指
揮
す
る
難
波
京
の
建
設
が
、
ま
た
民
間
、
て
は
行
基
に
代

表
さ
れ
る
港
湾
施
設
の
建
設
や
架
橋
工
事
が
、－と
も
に
上
町

台
地
の
上
で
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ウ
ォ
ー
タ
ー

フ
ロ
ン
ト

・

難
波
を
舞
台
と
し
た
都
市
建
設
は
、
さ
し
ず
め

法円坂住宅

ぴ
、
全
体
が
左
布
対
称
に
配
置
さ
れ
て
い
る
点
は
、
前
期
難

波
宮
を
始
め
藤
原
宮
、
平
城
宮
な
E

と
同
様
で
あ
る
。

。
建
物
に
つ
い
て

建
物
の
基
準
尺
は
、

天
平
尺

前
期
難
波
宮
と
は
異
な
り
、

（
一
尺
日
二
九
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る。

主
要
建
物
の
建
築
様
式
は
、
前
期
難
波
宮
が
す
べ
て
掘
立
柱

形
式

、

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
後
期
難
波
宮
、
て
は
内
装
の
殿
舎

そ

せ
き

そ
れ
以
外
は
礎
石
建
物
で
あ
る
。

は
掘
立
柱
、

①
主
要
建
物

〈
内
裏
〉

天
皇
の
居
住
区
で
あ
る
内
裏
は
、
方
六O
二
尺
ご
七
九
・

三
メ
ー
ト

ル
）
の
敷
地
規
模
を
持
ち
、
内
裏
正
殿
、
内
裏
前

殿
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。

内
裏
正
殿
は
、
柱
聞
が
九
間
合
二
ハ
・

八
メ
ー
ト

ル
）×
四

問
（
一
一
・

九
メ
ー
ト
ル
）
で
、
建
築
様
式
は
単
層
高
床
式

（
床高
八
尺
）
入
母
屋
屋
根
に
四
面
庇
を
持
つ
建
物
と
推
定

し
た
。

ま
た
内
裏
前
殿
は
、
九
間
×
二
間
（
五
・
九
六
メ
ー

ト
ル
’）
の
単
層
高
床
式
切
妻
屋
根
と
し
た
。
こ
の
前
殿
は
、

平
城
宮
や
平
安
宮
に
は
み
ら
れ
な
い
難
波
宮
独
自
の
建
物
で

あ
り
、
そ

の
性
格
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

正
殿
と
前
殿
は
、
い
ず
れ
も
掘
立
柱
の
建
築
で
、
屋
根
は

桧
皮
葺

、

て
棟
瓦
を
の
せ
て
い
た。
内
裏
の
殿
舎
に
は
通
常
は

れ
ん
げ

も
ん

瓦
を
用
い
な
い
が

、

難
波
宮
で
は
遺
構
の
柱
穴
か
ら
蓮
華
文
、

唐
草
文
及
び
重
圏
文
軒
丸
瓦
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
も
採
用
し
た
。

ま
た
内
裏
の
北
東
隅
に
は
、
井
戸
を
配
し
た
。

こ
れ
は
平

城
宮
の
内
裏
に
、
同
様
の
井
戸
が
あ
っ
た
こ
と

に
基
づ
い
て

復
元
し
た
も
の
で
あ
る

。

〈
大
極
殿
院
〉

大
極
殿
院
は
、
国
家
的
な
大
礼
や
外
国
使
節
の
謁
見
な
ど

の
重
要
な
儀
式
の
場
で
あ
る。
東
西
三
三
八
尺

（
一
0
0
メ

ー

ト
ル
）
、
南
北
二
六
二
尺
（
七
八
メー
ト

ル
）
の
敷
地
の
中

央
に
、
宮
殿
の
中
心
的
な
建
物
、
で
あ
る
大
極
殿
が
あ
る
。
大

一
一
八
・

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
）
も
検
出
さ
れ
て
い
る。ま
た
、

基
壇
上
の
敷
石
に
つ
い
て
は
、
四
半
敷
き
は
八
世
紀
後
半
に

事
例
が
少
な
い
こ

と
か
ら
、

こ
こ
で
は
布
敷
き
と
推
定
し
た
。

な
お
、
大
極
殿
の
基
壇
に
つ
い
て
は
、
現
在
、「難
波
宮
史

跡
公
園
」
に
復
元
さ
れ
て
い
る
。

〈
柱
〉

柱
に
使
用
さ
れ
た
木
材
は
、
コ
ウ
ヤ
マ
キt
桧
、
で
あ
る
。

コ
ウ
ヤ
マ
キ
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
遺
構
か
ら二
本
が
出
土

し
て
い
る

。

丸
柱
の
形
状
は

エ
ン
タ
シ
ス
で
は
な
く
、
直
線
形
に
加

工
し
た
も
の
を
採
用
し
た
。

〈
そ
の
他
〉

ふ
た
の
き
じ
た
る
き
ひ
え
ん
た
る

主
要
建
物
の
軒
部
分
は
、
二
軒
で地
垂
木
が
丸
材
、
飛
櫓
垂

木
が
角
材
と
し
た
。
ま
た
斗
秩
は
、
奈
良
時
代
初
期
の
薬
師
寺

東
塔
を
、
纂
股
は
も
と
平
城
宮
の
朝
集
堂
、
で
あ
っ
た
唐
招
提

寺
講
堂
及
び
法
隆
寺
伝
法
堂
を
参
考と
し
て
形
状
を
定
め
た
。

地
表
面
の
化
粧
に
つ
い
て
は
、
朝
堂
院の
内
庭
を
白
砂
敷

き
、
そ
の
ほ
か
の
部
分
は
直
径
五0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
大
の
玉

砂
利
敷
き
と
し
た
。
ま
た
建
物
庇
の
下
部
に
は
小
石
敷
き
の

悶
落
講
を
、
さ
ら
に
大
極
殿
院
と
内
裏
の
回
廊
に
は
瀧
灰
岩

の
側
溝
を
設
けた

。

最
後
に
、
色
彩
に
つ
い
て
は
、
木
材
部
分
は
回
廊
を
除
く

内
裏
の
建
物
は
白
木
、
そ
の
ほ
か
は
丹
塗
り
で
あ
る
。

回
廊

や
主
要
建
物
の
連
子
格
子
は
青
丹
に
彩
色
し
た
。
ま
た
主
要

建
物
の
壁
は
、
漆
喰
白
土
仕
上
げ
と
し
た
。

工
程
と

工
費

今
回
、
後
期
難
波
宮
を
復
元
す
る
に
あ
た
り
、
古
代
工
法

と
現
代
工
法
の
両
方
か
ら
、
工
程
と
工
費
の
算
定
を
試
み
た
。

こ
れ
は
、
古
代
に
お
け
る
宮
都
建
設
の
ス
ケ
ー
ル’を
検
討
す
る

と
同
時
に
、
ま
だ
不
明
部
分
の
多
い
難
波
宮
の
成
立
過
程
に
、

幾
分
か
で
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

後
期
難
波
宮
の
建
設
に
は
、
今
回
復
元
し
た
範
囲
だ
け
で

現
代
の
東
京
ベ
イ
エ
リ
ア
に
も
似
た
活
況
を
呈
し
て
い
た
で

あ
ろ
う
。

一
方、

元
明
朝
に
造
営
さ
れ
た
平
城
京
は

、

水
運
に
よ
っ

て
難
波
t

結
ぼ
れ
て
い
た

。

そ
の
た
め
、

難
波
津
の
重
要
性

は
さ
ら
に
増
し
、
遣
唐
使
を
始
め
と
し
た
海
外
交
流
の
窓
口

えと
たな
鑑f つ
真I て
のい
来る
朝。

も
あ
っ

た

難
波
津
に
は
、
日
本
に
初
め
て
戒
律
を
伝

経
済
面
で
は
、
難
波
に
市
が
聞
か
れ
て
い
た
こ
と
が
い
く

つ
か
の
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
右
大

臣
藤
原
豊
成
や
左
大
臣
藤
原
魚
名
の
別
宅
を
始
め
、
貴
族
や

寺
院
の
事
務
所
や
倉
庫
が
数
多
く
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
伝

・・・.. 

難波宮跡内裏 ・ 朝堂院復元略図

え
ら
れ
て
い
て

、

そ
の
繁
栄
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。

水
に
聞
か
れ
、
水
辺
に
栄
え
た
難
波
の
地
に
も
、

し
か
し
、

や
が
て
衰
退
の
と
き
が
訪
れ
た
。

そ
れ
も
や
は
り

、

水
と
関

係
が
あ
っ
た
。
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
、遣
唐
使
船
が
難

波
の
江
口
の
浅
瀬
に
乗
り
上
げ
座
礁
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。

こ
の
事
故
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、大
和
川
の
氾
瀧
に
伴
う

土
砂
の
堆
積
は
、
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難
波
津
の
港
湾
機
能
を
著
し
く
低
下
さ
せ

て
い
た
。

そ
れ
は
同
時
に
、
難
波
京
の
都
市
と
し
て
の
価
値

を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
、
水
運
上
の
理
由
も
あ
っ
て

都
が
長
岡
京
に
遷
さ
れ
る
と
、
つ
い
に
難
波
京
は
廃止
さ
れ

た
。
『
万
葉
集
』
に
、

あ
ま
お
と
め

「
あ
り

が
よ
ふ
難
波
の
宮
は
海
近
み
漁
童
女
ら
が
乗
れ
る

船
見
ゆ
」

と
植
わ
れ
た
水
辺
の
都
・
難
波
宮
は
、

と
く
消
え

、

忘
れ
ら
れ
て
い

っ
た
。

け
れ
ど
も
、
藤
原
京
の
三
代
二
ハ
年
、
平
城
京
の
八
代
七

O
余
年
と
い
う
歴
史
と
比
較
し
、
孝
徳
朝
か
ら
一
五
O
年
に

わ
た
っ
て
都
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
都
市
と
し

て
栄
え
続
け
た
難
波
は
、
今
日
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ント
開

発
の
視
点
か
ら
み
て
も
、
き
わめ
て
興
味
深
い
都
市
で
あ
る
。

や
が
て
難
波
の
地
は
数
百
年
の
の
ち
、
石
山
本
願
寺
が
建

ち
、
秀
吉
の
計
画
都
市
が
造
ら

れ
、

さ
ら
に
江
戸
時
代
を
代

表
す
る
商
都
へ
と
復
活
を
遊
げ
た。

そ
れ
は
、
く
し
く
も
織

い
つ
し
か
幻
の
ご

4・

極
殿
と
は
、
北
極
星
（
太
極
星
）
か
ら
名
付
げ
ら
れ
た
と
い

わ
れ
、
儀
式
や
謁
見
の
際
に
は
こ
こ
に
天
皇
の
座
が
置
か
れ

る
。
そ
う
し
た
厳
粛
な
場
に
ふ
さ
わ
し
い
荘
厳
な
建
物
で
あ

る
。

ま
た
そ
の
北
側
に
は
、
回
廊
（
被
廊
）
と
接
す
る
形
、
て

大
極
殿
後
殿
が
あ
っ
た
。

難
波
宮
の
大
極
殿
は
、
東
西
長

一
四
O
尺
（
四
一
・
七
メ

ー
ト

ル
）
、
南
北
長
七
一
尺
会
二
・
二
メ
ー
ト

ル
）
の
基
壇

の
上
に
建
つ
礎
石
建
物
で
、
柱
間
九
間×
四
聞
の
単
層
寄
棟

屋
根
の
建
築
、
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。
屋
根
は
瓦
葺
、
て、
棟

の
両
端
に
は
鴎
尾
を
設
け
た
。
実
際
に
付
近
か
ら
鴎
尾
片
が

出
土
し
て
お
り
、
そ
の
復
元
模
型
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

ま
ま
採
用
し
て
屋
項
を
飾
っ
た
。

平
城
宮
の
大
極
殿
（
第
二
次
）
は
、
東
西
長
四
六
メ
ー
ト

ル
、
南
北
長
二
四
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
＝
一
メー
ト

ル
の
基
壇
の

上
に

、

重
層
の
壮
麗
な
建
物
が
建
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

こ

れ
と
比
較
す
る
と
、
難
波
宮
の
大
極
殿
は
規
模
が
小
さ
い

感
も
あ
る
が
、
副
都
的
な
扱
い
、
で
あ
っ
た
も
の
と
判断
し
た
。
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〈
朝
堂
院
〉

朝
堂
院
は
、
儀
式
や
祭
把
を
行
な
う
と
同
時
に
、
日
常
的

な
政
務
を
執
る
場
で
あ
り
、
ま
た
外
国
使
節
の
接
待
の
た
め

の
舞
楽
や
走
り
馬
な
ど
の
余
興
も
行
な
わ
れ
た
。
百
官
が
集

い
、
外
国
か
ら
の
賓
客
を
招
い
た
宴
の
折
り
な
ど
は
、
華
麗

な
天
平
絵
巻
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う。

そ
の
敷
地
規

模
は
、
東
西
五
四
二
尺
（
一
六
二
メ
ー
ト
ル
）
、
南
北
六0
0

尺

（
一
七
九
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
り
、
東
西
合
わ
せ
て
八
堂
の

建
物
が
並
ん
で
い
た
。
朝
堂
院
が
八
堂
と
い
う
の
は
、
藤
原

宮
や
平
城
宮
の

一
一
一
堂
と
比
較
す
る
と
少
な
い
が
、
長
岡
宮

と
は
同
等
で
あ
る
。

八
堂
は
い
ず
れ
も
礎
石
建
物
で
屋
根
は
瓦
葺
だ
が
、
も
っ

と
も
北
側
に
あ
る
東
西
の
第

一
堂
は
入
母
屋
屋
根
、
そ
の
ほ

か
の
建
物
は
切
妻
屋
根
と
し
た
。
東
西
の
第
一
堂
は
、
親
王

や
左
右
大
臣
ク
ラ
ス
の
座
る
場
で
あ
り
、
格
式
の
高
い
建
物

で
あ
っ
た
。

も
、
常
識
的
に
は
通
常
の
突
貫
工
事
で
八
年
を
要
す
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
天
皇
家
と
藤
原
家
が
威
勢
を
か
け
た
宮

都
の
建
設
Jで
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
最
短
期
間
を
五

年
半
と
設
定
し
、
試
算
を
行
な
っ
た
。

こ
の
年
数
は
、
神
亀

三
年
に
藤
原
字
A口
、
が
知
造
難
波
宮
事
に
任
命
さ
れ
て
か
ら

、

天
平
四
年
に
工
事
に
一
区
切
り
が
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
時
期

ま
で
の
期
間
と
、
ほ
ぽ
一
致
す
る。

こ
れ
ほ
ど
の
短
期
間
で
工
事
を
進
め
る
に
は
、
相
当
合
理

的
な
作
業
工
程
を
組
む
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
全
体
を
「
朱

雀
門
」
「
大
極
殿
院
」「
朝
堂
院
」

「
内
裏
殿
舎」
の
四
グ
ル
ー

プ
に
分
け
た

。

こ
の
分
類
は
、
実
際
の
作
業
難
易
度
に
よ
る

も
の
で
、
「
朱
雀
門
」「
大
極
殿
」
な
ど
は
難
易
度
が
も
っ
と

も
高
く
、
熟
練
の
宮
大
工
に
よ
る
突
貫
作
業
を
想
定
し
た
。

た
だ
し
、
短
期
に
こ
れ
だ
け
の
職
人
を
集
め
る
の
は
、
古
代

の
王
権
、
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
と
い
え
る
。

工
期
五
年
半
の
う
ち

、

前
半
の
四
年
間
は
版
築
と
大
工
仕

事
に
費
や
さ
れ
る
。
ま
た
実
際
に
建
設
を
行
な
う
に
あ
た
っ

24 

工
事
を
始
め
る
前
に
約
三
年
間
の
準
備
期
聞
を
必
要

と
す
る
。
こ
の
間
に
、
瓦
を
焼
く
登
り
窯
の
製
作
や
、
原
石

の
切
出
し
、
原
木
の
伐
採
、
運
搬
、
乾
燥
な
ど
を
行
な
う
。

と
く
に
原
木
の
乾
燥
に
は
約
二
年
を
要
す
る。

ま
た
、
こ
こ
で
い
う
古
代
工
法
と
は
、
古
代
の
道
具
（
鉄

製
の
ヤ
リ
ガ
ン
ナ
、
万
子
、
手
斧
、
錐
な
ど
）
を
用
い
て
、

現
代
の
職
人
が
作
業
を
行
な
う
も
の
で
あ
る。
そ
れ
に
対
し

て
現
代
工
法
は
、
機
械
力
を
導
入
し
て
作
業
を
進
め
た
場
合

を
想
定
し
た
（
お
ぺ
l

ジ
参
照
）
。

延
ぺ
作
業
人
数
は
、
古
代
工
法
、て
は
人
海
戦
術
を
と
ら
ざ

る
を
え
な
い
た
め
、
現
代
工
法
と
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
。

一
方
、
工
事
費
に
つ
い
て
は
、
大
半
が
大
工
仕
事
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
古
代
と
現
代
の
大
き
な
差
は
な
く
、
版
築
、
石
、

瓦
工
事
な
E

に
違
い
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
賃
金
は
す
べ
て

現
代
換
算
と
し
た
（
泣
ぺl
ジ
参
照
）。

て
は
、
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（単位・人）

［現代工法］

合計

』 281, ODO 

27, 472 

26,0 I 0 

I 13,400 

41,072 

' 2,485 

' 11, 032 

27' 295 

: 31'263 

26 196 

487' 225 

' 4, 027 

I 57 ,024 

42,424 

590, 700 

工事作業人数［古代工法］6 5 4 3 

後期難波宮古代工法による復元工程表

合計

703,316 

38, 199 

26,0 I 0 

33,819 

41,072 

2 ,485 

55, 157 

355, 033 

39,472 

26, 196 

1,320,759 

27' 283 

57' 024 

42 '424 

1,447 ,490 

内裏殿舎グループ

273' 196 

17' 078 

13, 651 

16, 792 

9, 933 

993 

5,650 

51 ,441 

14,645 

23, 440 

426, 819 

朝堂続グループ

196, 225 

I 0 743 

7 ,530 

3,623 

11, 786 

435 

32, 395 

123' 929 

13, 165 

640 

400,471 

内裏前殿

7 ,990 

250 

640 

22 

20 

85 

I 0 

732 

9, 749 

内裏正殿

28' 760 

473 

860 

42 

68 

175 

大極殿後殿

12 ,870 

487 

216 

352 

894 

36 

508 

5, 746 

546 

21, 655 

朱雀門グループ大極殿グループ
大極殿

30,810 

I, 120 

403 

608 

2, 044 

52 

5 670 

33, 500 

1,277 

75, 484 

162, 745 

6, 795 

3,204 

I 0, 700 

11 ,063 

500 

9, 902 

130' 363 

7' 743 

2, 116 

345, 131 

71, 150 

3,583 

1,625 

2, 704 

8,290 

557 

7 ,210 

49,300 

3,919 

148,338 

木工（含手伝人）

屋根野地工

左官ヱ

建具エ

塗装工

金物工

石工

版築工

瓦工

情皮工

小言十

敷砂利整地工

仮設工

管理者

合計

基，，石積み
原石加工

朱雀門グループ

朱雀門

朝集堂院南大門

木工事

瓦焼庇

朝堂院南中門

版築

（単位・千円）

［現代工法］

合計

72 

22, 162.638 

84, 747,500 

I, 774, 791 

I ,561 ,600 

I ,603,470 

1,466,288 

343, 760 

I, 711, 160 

707' 700 

2 ,852 ,825 

I , 417, 556 

98, 186,650 

木工事木思リ ・ 加工

朝堂院南回廊

合計

72 

22, 162. 638 

96, 20 I , 564 

2,059,742 

I, 561, 600 

2, 113,880 

1,466,288 

479' 520 

3, 175,555 

5' 046, 807 

15, 787, 728 

I, 417, 556 

129, 310,240 

内裏殿舎グループ

41 

11,507.383 

34, 869, 389 

922, 076 

820, 726 

I, 049, 600 

354, 738 

192,480 

325, 335 

789 430 

5 970 139 

I, 300, 032 

46,593,945 

朝堂院グループ

16 

5 '585. 736 

15,656,675 

580,317 

451, 744 

226, 280 

419, 740 

100,450 

1,864,970 

I, 90 I ,819 

5, 202, 835 

35, 520 

26, 440, 350 

大極殿後殿

257.532 

I, 160, 925 

27, 744 

12, 970 

22, 000 

31, 950 

7 ,070 

29, 235 

88, 180 

215,670 

513.465 

3' 303, 000 

64 '260 

24 '200 

38 '000 

73,000 

14,500 

326, 430 

514,097 

493 ，。。。

I 0 

3' 627. 994 

19, 562' 750 

372, 279 

192' 760 

669' 000 

395, 0 I 0 

97' 190 

570' 160 

1,599,070 

3,066, 754 

82, 004 

26, 606, 977 

5 

I, 441. 525 

26,112,750 

185, 070 

96, 370 

169, 000 

296,800 

89, 400 

415,090 

756,488 

I, 548, 000 

棟数

柱問面積合計（m’）

木工事

屋根野地工事

左官工事

建具工事

塗装工事

金物・飾り金物工事

石工事

版築工事

瓦工事

衝皮葺工事

合計

内裏前殿

159. 847 

642, 225 

15, I 00 

40, 000 

810 

3, 300 

4, 950 

2 

~·主建初（大工工作小豆、石加工所、資材収納庫、事務所‘話所、その他，

』・ー ・・・・・・ ・・・・ ・・ ・・・・・圃・・・・・・・・・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ －－ー一一ー一一ーー一一ーー一ーーーー一一ーーーーーーーー司、

外橋工事 I 

－一一一ーーーーー四ーーーーーーーーーーーペ

仕上海喰造り
．、 足代解体 。

I 
....色1 床叩き；事喰 外禍工事 I 

ーーーーーーーーーーーオ

中塗 仕よふ喰去り I 

J「足代解体 ! 
彩色 I 床叩き漆喰 i 
-.,a..-.r一寸

ー吋

列栴工事 I 

－一一ーーーー一ーーーーーーーーー吋

叩きM : 
- 荒盟主

出~ f±..C;i<＇＊＊り… i
床敷石 I 

－・ひ 吋
包三J喰 i
中主仕上半建り

教

内裏正殿

319. 694 

3, 610, 900 

28,500 

54 000 

1,550 

10,420 

I 0, 125 

朱雀門グループ大極殿グループ
大極殿

試算工事費［古代工法］

京工事

桧皮録取加工

素屋根組立

原石加工

坂築

基温石摘み

本取り・加工

大極殿グループ

内裏正殿
内裏前段

大極1ll
大極民主後数

外情工事 I 
－ーーーーーーーーーーーーーーーーー一ーベ

州工事 イ

仕上手喰翁り

9, 270 

36, 966 

752,621 

25' 029 

45, 038 

3, 785, 562 

瓦焼成

木工事

瓦1完成

本工事木取り・加工

鼠!l;·

版築

政築

l車石加工ーせん製作

東倭・西棲

（単位・千円）

総 言十

148,970,000 

I I 2, 056, 000 

1,595,744 

古代工法

現代工法

その他

（含管理費）

15, 373' 384 

12, 479, 350 

整地工事費
（白砂玉砂利）

4, 286, 376 

1,390,000 

129, 310, 240 

98, 186' 650 

総建設工事費

建築工事費

4' 850' 487 29,668,968 

中~荒壁塗屋根本瓦葺

木工事

瓦焼成

文極殿閤ri
大極殿院回廊

朝堂院グループ

朝堂院東・ a第一
朝堂院東・西
第二 ・ 三堂

瓦焼成

木工事木限り加工堂四第茜
堂

・
集

束
朝

院
西町

一
夜
一
一
一

作
業
を

終
え
て

し
せ
き

大
阪
市
中
央
区
法
円
坂
町
の
「
難
波
宮
史
跡
公
園」
に
立
っ

と
、
近
く
に
超
高
層
ビ
ル
が
見
え
、
自
の
前
に
は
阪
神
高
速

道
路
が
走
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
代
の
都
市
環
境
の
中
で
、

古
代
の
都
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
し

か
し

、

目
を
閉
じ
て
一
三
O
O
年
前
の
華
や
か
な
都
を
思
い
、

遺
座
間
使
を
送
る
港
の
ぎ
わ
め
き
に
耳
を
澄
ま
せ
て
み
る
。
す

る
と
反
対
に
、
変
貌
を
続
け
る
大
阪
に
あ
っ
て
、
そ
の
原
点

と
も
い
え
る
難
波
宮
の
跡
が
よ
く
ぞ
保
存
さ
れ
て
き
た
、
と

い
う
大
き
な
驚
き
と
感
慨
が
沸
い
て
く
る

。

昭
和
二
九
年
の
発
掘
開
始
以
来
、
多
く
の
方
々
の
尽
力
に

よ
っ
て
調
査
と
保
存
が
行
な
わ
れ
て
き
た
難
波
宮
は
、
縄
文

か
ら
現
代
へ
の
歴
史
を
綴
る
上
町
台
地
に
あ
っ
て
、
ま
さ
に

そ
の
シ
ン
ボ
ル
ゃ
て
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
的
意
義
の
高
い
難

波
宮
の
復
元
に
携
わ
っ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も

幸
い
で
あ
っ
た
。
今
回
の
復
元
を
通
し
て
、
読
者
の
方
々
に
、

古
代
の
首
都
・
難
波
宮
の
存
在
と
そ
の
意
味
の
一
端
。
て
も
伝

え
ら
れ
た
ら
、
と
願
っ
て
い
る
。

32 

な
お
、
復
元
作
業
に
あ
た
り
、
九
州
芸
術
L
科
大
学
教
授

の
津
村
仁
氏
、
財
団
法
人
大
阪
市
文
化
財
協
会
の
中
尾
芳
治

課
長
と
植
木
久
氏
に
は
、
多
大
な
ご
協
力
を
戴
い
た
。
ま
た
、

工
事
費
の
算
定
仁
あ
た
っ
て
は
、
株
式
会
社
安
井
杢
工
務
店

（
木
工
事
）
、
株
式
会
社
大
悌
（
瓦
工
事
）
、
中
村
石
材
工
業

株
式
会
社
（
石
工
事
）
の
各
社
に
ご
尽
h

を
戴
い
た
。

改
め

て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

左頁の工程表は、年間実働 288 日として試算した。

推定では当時、現場では、 1 日 平均1400～1500

入、ピーク時には2300人の人聞がl~IJ＇、ていた。この

人数を確保するために、現場周辺に宿舎を造り、職

人だけでなくその妻子も寝起きをともにして手伝いをし

ていたで、あろう。

霊地・敷桝j ’ 
f司圃圃圃園園田園－•1 唆エ

中塗瓦焼成

33 

木工事木取り・加工

屋根桧皮葺

瓦焼成

木工事

基j.f石横み

E孟Z轟

版禁

木工事

基1.f右横み

桧皮採取加工

木鼠リー加工

版築

朝堂院東・酉門
築地塀

内裏殿舎グループ

内裏回廊
長押塀

築地片庇廊

内裏殿舎
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