
京
都
。
壬
生
寺
境
内
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
一爪
都
市
中
京
区
壬
生
榔
ノ
宮
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
〇
年

（平
２
）
七
月
を
九
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
働
元
興
寺
文
化
財
研
究
所

４
　
調
査
担
当
者
　
藤
澤
典
彦

・
岡
本
広
義

５
　
遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡
、
寺
院

・
町
屋
に
伴
う
遺
構

６
　
遺
跡
の
年
代
　
平
安
時
代
―
近
代

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

壬
生
寺
境
内
遺
跡
は
京
都
市
の
ほ
ぼ
中
央
、
大
念
仏
狂
言

（壬
生
狂
一已
で
有

名
な
壬
生
寺
の
境
内
西
側
に
位
置
す
る
。
平
安
京
の
条
坊
復
原
で
い
う
と
こ
ろ

の
左
京
五
条

一
坊
二
町
に
相
当

す
る
。
今
回
の
発
掘
調
査
は
、

壬
生
寺
の
庫
裡
及
び
老
人
ホ
ー

ム
建
設
に
伴

っ
て
実
施
し
た
。

検
出
遺
構
は
平
安
京
と
壬
生

寺

・
町
屋
に
関
す
る
も
の
に
大

別
で
き
る
。
平
安
京
関
係
の
遺

構
は
、
朱
雀
大
路
路
面
痕
跡
と

そ
の
東
側
溝
な
ど
で
あ
る

（京

(京都西北・東北・西南・東南部)



1990年 出上の木簡

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
作

成
の
平
安
京
条
坊
復
原
座
標

よ
り
推
定
）
。
出
土
遺
物
も
、

遺
構
と
同
様
に
平
安
京

（平
安
時
代
）
と
壬
生
寺

・

町
屋

（鎌
倉
を
切
治
時
代
）

に
関
す
る
も
の
に
分
け
ら

れ
る
。
平
安
京
に
関
す
る

遺
物
は
、
朱
雀
大
路
東
側

溝
や
そ
の
周
辺
よ
り
出
土

し
た
人
形

・
斎
串
な
ど
の

木
製
品
と
須
恵
器

・
土
師

器

。
人
面
墨
書
土
器

・
土

馬

・
馬
骨
な
ど
の
祭
祀
遺

物
と
瓦
で
あ
る
。
今
回
報

告
す
る
蘇
民
将
来
札
も
、

こ
れ
ら
の
祭
祀
遺
物
に
混

じ

っ
て
出
上
し
た
。
平
安

京
の
条
坊
関
係
遺
構
以
外

の
遺
構
か
ら
出
土
し
た
遺

物
は
、
壬
生
寺
に
関
わ
る
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朱雀大路東側濤東西断面図

瓦
が
大
半
で
、
他
に
陶
磁
器

，
瓦
器

。
土
師
器
皿
（灯
切
皿
）
な
ど
が
あ
る
。

朱
雀
大
路
東
側
溝
は
平
面
的
に
は
往
時
の
姿
を
留
め
ず
、
壬
生
寺
や
後
世
の

町
屋
の
遺
構
の
た
め
に
、
そ
の
上
部
や
中
心
部
は
削
平
整
形
を
受
け
て
お
り
、

こ
の
地
点
か
ら
の
出
土
品
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
遺
物
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

滞
の
両
岸
と
下
部
に
東
側
溝
と
し
て
の
痕
跡
を
確
認
で
き
た
の
み
で
あ
る
。
東

側
溝
の
路
面
側
は
、
朱
雀
大
路
路
面
上
に
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
小

石
や
瓦
等
が
崩
れ
落
ち
埋
没
し
た
状
態
で
あ
り
、
後
世
の
影
響
は
受
け
て
い
な

い
。
祭
祀
遺
物
は
、
上
図
の
臨
９
の
暗
青
灰
色
粘
質
土
層
内
に
混
じ
る
よ
う
に

堆
積
し
、
そ
の
上
面
を
覆
う
よ
う
な
状
態
で
丸

・
平
瓦
が
出
上
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
瓦
は
形
態
的
に
平
安
時
代
前
期
の
も
の
が
大
半
で
、
そ
の
中
に
奈
良
時

代
の
も
の
も
若
千
混
じ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
出
土
状
況
よ
り
、
蘇
民
将
来
札
は
後
世
の
混
入
は
あ
り
え
ず
、

伴
出
祭
祀
遺
物
の
年
代
か
ら
平
安
時
代
初
期
、
九
世
紀
初
頭
頃
の
も
の
と
考
え

る
。
こ
れ
ら
の
祭
祀
遺
物
は
、
平
安
京
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

大
祓
に
関
わ
る
遺
物
と
み
ら
れ
、
ま
た
出
土
品
で
み
る
限
り
鎌
倉
時
代
以
降
と

考
え
ら
れ
て
い
た
蘇
民
将
来
札
に
関
わ
る
信
仰
が
、
平
安
時
代
初
期
に
お
い
て

す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔将
ヵ
〕

〔孫
ヵ
〕

①

　

「
＜
蘇
民
□
　
　
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（騒

溢
契
］
ｏ器

上
部
は
圭
頭
状
に
し
、
両
側
か
ら
切
り
込
み
を
入
れ
、
下
部
は
斜
め
に
切
り

未雀大路束築地推定座標 Y軸 =-23 191km

未雀大路面痕跡



一

出
し
て
い
る
。
右
下
半
分
は
欠
損
す
る
。
ま
た
、
上
部
の
切
込
み
の
部
分
に
紐

状
の
も
の
が
巻
か
れ
て
い
た
痕
跡
が
あ
る
。

「蘇
民
」

の
二
文
字
は
判
読
で
き
、

下
部
は
欠
損
の
た
め
に
不
明
で
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
部
分
に
墨
書
が
あ
り
、
三

文
宇
目
は
痕
跡
よ
り

「将
」
、
ま
た
下
部
に
残
る
若
千
の
墨
痕
は

「孫
」
の
一

部
と
考
え
ら
れ
る
。　
上
部

「蘇
民
」
よ
り
下
部
の
文
字
を
推
定
す
る
と
、

「将

来
子
孫
…
」
と
い
う
言
葉
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
蘇
民
将
来
札
は
、
平
安
時
代

疫
病
神
信
仰
の
展
開
を
考
え
る
上
で
の
貴
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

９
　
関
係
文
献

岡
本
広
義

「壬
生
寺
境
内
遺
跡
発
掘
調
査
の
概
要
」
翁
元
興
寺
文
化
財
研
究
』

三
七
　
一
九
九
一
年
）

岡
本
広
義

「壬
生
寺
境
内
遺
跡
出
上
の
蘇
民
将
来
札
」

翁
元
興
寺
文
化
財
研

究
』
三
八
　
一
九
九
一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（岡
本
広
義
）




