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室　町　通
上京の史蹟シリーズ

（その1２）

　
「
室
町
」
と
い
え
ば
京
都
の
通
り
名

の
中
で
も
、
商
圏
と
し
て
全
国
版
と

い
え
る
よ
う
な
地
名
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
京
都
の
地

場
産
業
で
あ
る
西
陣
織
や
友

禅
染
に
よ
る
製
品
を
全
国
に

販
売
す
る
産
地
問
屋
の
拠

点
で
あ
っ
た
の
で
す
。
し

か
し
、
そ
の
中
核
は
中
京

で
あ
り
、
二
条
通
か
ら
南
へ
、

下
京
に
至
る
あ
た
り
で
し
た
。

足
利
将
軍
の
「
室
町
幕
府
」
が

歴
史
的
用
語
と
し
て
定
着
す
る
に
つ
れ

て
、
室
町
の
名
は
日
本
全
国
に
広
が
っ

て
行
っ
た
の
で
す
。

　

平
安
京
の
室
町
小
路
は
、
東
洞
院
大

路
の
二
町
西
、
西
洞
院
大
路
と
の
中
間

に
位
置
し
、
幅
四
丈
、
一
二
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
小
路
で
し
た
。
一
条
大
路
か
ら

九
条
大
路
ま
で
、
道
幅
は
狭
く
な
っ
て

も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
こ
ろ
に
今
も
存

在
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
室
町
通
は
北
山
橋
の
西
詰
に

始
ま
り
、
昭
和
初
年
の
区
画
整
理
に
よ

る
格
子
状
の
市
街
地
を
経
て
今
宮
通
に

至
り
ま
す
。
そ
の
先
は
ゆ
る
く
蛇
行
し

た
街
道
状
の
道
が
つ
づ
き
、
鞍
馬
口
通

で
は
八
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
東
へ
ず
れ
、

本
来
の
室
町
通
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
南
は
東
西
に
振

れ
な
が
ら
も
、
ほ
ぼ
直
進
し
、
東
本
願

寺
で
途
切
れ
ま
す
が
、
塩
小
路
通
ま
で

少
し
復
活
し
ま
す
。
そ
の
あ
と
は
京
都

駅
二
階
の
室
町
小
路
広
場
を
経
て
南
区

を
、
区
画
整
理
に
よ
る
新
道
と
し
て
久

世
橋
通
を
越
え
鴨
川
に
至
り
ま
す
。
室

町
通
は
平
安
京
域
の
南
北
を
越
え
て
生

き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
す
。

　

豊
臣
秀
吉
の
市
街
地
改
造
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
安あ

居ぐ

院い

通
と
い
わ
れ
て

い
た
寺
之
内
通
の
北
側
に
寺
院
が
集

め
ら
れ
、
市
街
地
の
北
端
と
な
り
ま

す
。
そ
の
あ
た
り
を
「
頭か
し
ら
」
と

い
い
、
今
も
室
町
頭
町
の
名
が
残
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
室
町
小
学
校
の
正
門
内

に
は
「
是
よ
り
洛
中
馬
の
口
取
の
も
の

乗
べ
か
ら
ず
」
と
彫
ら
れ
た
四
本
の
石

標
が
立
っ
て
い
ま
す
。
今
で
い
え
ば
道

路
標
識
の
役
目
を
果
た
し
て
お
り
、
公

儀
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。
ほ
か
に
も
堀
川
頭
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
も
の
が
水す
い

火か

天
満
宮

の
境
内
や
仁
和
小
学
校
に

残
り
、
近
年
、
北
村
美
術

館
に
も
鎌
倉
か
ら
里
帰
り

し
て
き
ま
し
た
。
ま
た

南
の
方
で
は
梅
逕
中
学

校
に
も
大
宮
通
に
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
移
設

さ
れ
て
い
ま
す
。
元
禄
八
年

（
一
六
九
五
）
頃
に
三
十
ヵ
所

ほ
ど
設
置
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
洛
外
か

ら
洛
中
へ
行
商
や
物
資
の
運
搬
を
す
る

た
め
に
荷
馬
車
で
出
入
り
す
る
者
た
ち

に
対
す
る
標
示
で
あ
っ
た
の
で
す
。
人

家
疎
ら
な
洛
外
で
は
馬
の
背
に
乗
っ
て

き
た
口
取
の
者
が
、
人
家
の
密
集
し
た

洛
中
で
は
馬
の
背
か
ら
降
り
て
手
綱
を

　　無　学　寺
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取
り
危
険
の
な
い
よ
う
に
通
行
せ
よ
と

い
う
指
示
な
の
で
す
。
お
そ
ら
く
、
室

町
・
堀
川
・
千
本
な
ど
が
寺
之
内
と
交

叉
す
る
あ
た
り
に
北
へ
向
け
て
立
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

室
町
通
は
寺
院
の
少
な
い
通
り
で

す
。
鞍
馬
口
下
る
の
真
宗
大
谷
派
の
大

泉
寺
、
寺
之
内
上
る
の
無
学
寺
だ
け
で

す
。
あ
と
は
ず
っ
と
南
の
東
本
願
寺
ま

で
あ
り
ま
せ
ん
。
無
学
寺
は
鎌
倉
時
代

の
弘
安
二
年
（
二
七
九
）
に
来
日
し
た

中
国
僧
無
学
祖
元
が
、
こ
の
地
に
開
創

し
た
と
い
い
、
寺
説
で
は
本
尊
地
蔵
菩

薩
を
夢
の
中
に
感
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
夢

覚
寺
と
も
称
し
ま
し
た
。
そ
の
後
荒
廃

し
ま
す
が
、
江
戸
時
代
に
曹
洞
宗
を

以
っ
て
再
興
さ
れ
て
今
に
至
っ
て
い
ま

す
。

　

今
出
川
室
町
の
東
北
角
に
立
つ
「
従

是
東
北　

足
利
将
軍
室
町
第
址
」
が
示

す
よ
う
に
、
こ
こ
か
ら
東
北
方
一
帯
は

足
利
将
軍
の
邸
宅
で
あ
る
室
町
第
が
構

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
三
代
将
軍
義
満

は
三
条
坊
門
（
今
の
御
池
通
）
に
あ
っ

た
幕
府
を
内
裏
に
近
い
公
家
屋
敷
の
跡

地
へ
移
し
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）

に
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ
こ
は
邸
宅
で

あ
る
と
と
も
に
武
家
政
庁
と
し
て
の
性

格
を
持
ち
、
屋
敷
内
に
は
多
く
の
花
が

植
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
「
花
の
御
所
」

ま
た
は
「
花
営
」
と
い
わ
れ
、
周
辺
に

は
有
力
諸
大
名
や
武
家
、
さ
ら
に
公
家

の
邸
が
集
住
し
、
政
治
・
文
化
の
一
大

中
心
地
と
な
り
ま
し
た
。

　

花
の
御
所
跡
は
記
録
の
上
で
は
ほ
ぼ

位
置
を
確
認
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
遺

構
は
断
片
的
に
発
見
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
今
も
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
は
実

現
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
中
で
も
最
近
に
な
っ
て
同
志
社
大
学

の
校
地
の
発
掘
調
査
に
よ
り
、
烏
丸
上

立
売
下
る
の
寒
梅
館
の
工
事
な
ど
か
ら

少
し
ず
つ
遺
構
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
室
町
通
今
出
川
上
る
一
筋

目
東
入
の
清
法
院
辻
子
で
、
花
の
御
所

の
庭
の
景
石
と
思
わ
れ
る
大
き
な
石
が

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
保
護
観
察

所
の
北
向
か
い
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
駐
車

場
に
保
存
さ
れ
て
い
て
外
か
ら
見
え
ま

す
。
ま
た
、
こ
の
あ
た
り
に
は
裏う
ら

築つ
き

地じ

町
・
築
山
北
半
町
な
ど
、
花
の
御
所
ゆ

か
り
の
町
名
も
残
り
ま
す
。

　

武
者
小
路
下
る
の
北
側
に
福
長
神
社

が
あ
り
ま
す
。
福さ
く

井い

神
と
綱つ
な

長が

井い

神
に

稲
荷
神
を
合
祀
し
て
お
り
、
福
長
稲
荷

と
も
い
い
ま
し
た
。
福
井
神
と
綱
長
井

神
は
平
安
宮
の
神
祇
官
西
院
に
祀
ら
れ

て
い
た
泉
や
井
戸
の
神
と
さ
れ
ま
す
。

元
は
大
宮
と
猪
熊
の
間
に
祀
ら
れ
て
い

た
の
が
、
聚
楽
第
の
造
営
に
よ
っ
て
そ

　　無　学　寺

室町小学校の「是より洛中」標

花の御所の景石
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の
域
内
に
入
り
、
聚
楽
第
廃
絶
の
あ
と

今
の
地
に
移
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
も
水
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
条
通
下
る
東
側
に
富
岡
鉄
斎
の
旧

宅
が
残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
京
都
府

議
会
議
員
の
宿
舎
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、往
時
の
姿
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

瓦
葺
屋
根
に
竹
組
の
門
扉
を
つ
け
た
表

入
口
の
中
に
は
二
階
建
の
主
屋
と
三
階

建
の
洋
館
が
見
え
ま
す
。
洋
館
は
「
賜

風
書
楼
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
書
庫
で
、

今
は
散
逸
し
て
い
る
万
巻
の
蔵
書
が
収

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

富
岡
鉄
斎
は
天
保
二
年（
一
八
三
六
）

に
三
条
衣
棚
の
法
衣
商
の
家
に
生
を
う

け
、
少
年
時
代
か
ら
学
問
に
励
む
と
と

も
に
、
大
角
南
耕
に
絵
の
手
ほ
ど
き
を

受
け
、
大お
お

田た

垣が
き

蓮れ
ん

月げ
つ

尼に

の
人
格
の
薫
陶

を
う
け
ま
し
た
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら

は
、
石い
そ

上の
か
み

神
宮
や
大
鳥
神
社
の
神
職
と

な
り
、
自
ら
の
画
幅
を
頒
布
し
て
荒
れ

て
い
た
神
社
の
復
興
に
尽
力
し
た
と
い

い
ま
す
。
明
治
十
五
年
、
鉄
斎
四
十
七

歳
の
時
、
京
都
に
戻
り
、
こ
の
室
町
一

条
下
る
の
地
に
居
宅
を
構
え
、
大
正

十
三
年
十
二
月
、
八
十
九
歳
で
亡
く
な

る
ま
で
の
四
十
二
年
間
に
わ
た
っ
て
学

問
と
画
作
に
耽
っ
た
史
蹟
で
す
。

　

富
岡
鉄
斎
は
近
代
日
本
画
の
異
才
と

し
て
帝
国
美
術
院
会
員
と
な
り
、
そ
の

一
作
は
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
自
ら
は
画
作
は
余
技
と
い

い
な
が
ら
も
、
自
筆
の
賛
文
と
絵
を
併

せ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
本
当
の
鉄
斎
画

を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

昭
和
五
十
六
年
十
一
月
、
上
京
区
文

化
振
興
会
の
発
起
に
よ
り
「
富
岡
鐡
齋

邸
宅
」
の
石
標
が
建
立
さ
れ
て
、
そ
の

功
績
を
讃
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
碑
文
は
鉄
斎
の
孫
の
富
岡
益
太
郎

氏
の
筆
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
筆
跡
は

鉄
斎
が
生
前
に
書
い
た
大
原
野
神
社
や

晴
明
神
社
の
社
号
標
の
文
字
に
似
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
石
標
の
建

設
費
は
鉄
斎
の
書
画
を
多
数
所
蔵
す
る

宝
塚
市
の
清
荒
神
清
澄
寺
の
篤
志
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

下
立
売
通
を
挟
ん
で
北
に
「
勘
解
由

小
路
町
」、
南
に
「
武ぶ

衛え

陣じ
ん

町
」
と
い

う
意
味
あ
り
気
な
難
読
町
名
が
あ
り
ま

す
。
平
安
時
代
に
は
今
の
下
立
売
通
を

勘
解
由
小
路
と
称
し
ま
し
た
。「
か
げ

ゆ
こ
う
じ
」
ま
た
は
「
か
で
の
こ
う

じ
」
と
読
み
ま
す
。
勘
解
由
と
は
平
安

時
代
に
令
り
ょ
う

外げ

の
官
と
し
て
新
し
く
設
け

ら
れ
た
勘か

解げ

由ゆ

使し

の
役
所
が
あ
っ
た
こ

と
に
よ
る
の
で
す
。
勘
解
由
使
と
は
国

福　長　神　社

富　岡　鉄　斎　旧　邸
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司
の
交
替
に
あ
た
っ
て
交
わ
さ
れ
る
事

務
引
継
書
を
解
由
状
と
い
い
、
そ
れ
に

不
正
が
無
い
こ
と
を
確
認
す
る
役
人
で

し
た
。

　

武
衛
陣
町
は
南
北
朝
時
代
の
康
永
年

中
（
一
三
四
二
〜
一
三
四
五
）
に
、
足

利
幕
府
の
管か
ん

領れ
い

、
斯し

波ば

活
部
少
輔
義
将

が
将
軍
尊
氏
よ
り
「
武ぶ

衛え

」
の
称
号
を

与
え
ら
れ
、
そ
の
邸
宅
と
し
て
武
衛
陣

を
構
え
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
武
衛
と

は
兵
衛
府
の
唐
名
で
、
斯
波
氏
は
兵
ひ
ょ
う

衛え
の

督か
み

や
兵
衛
佐す
け

に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
通
称

と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
武
衛

陣
は
応
仁
の
乱
後
は
荒
廃
し
、
後
に

十
三
代
将
軍
の
足
利
義
輝
の
邸
宅
と
な

り
、「
足
利
武
衛
陣
」
と
称
さ
れ
ま
し

た
が
、
松
永
久
秀
に
襲
わ
れ
て
焼
失
し

ま
す
。
さ
ら
に
十
五
代
将
軍
足
利
義
昭

の
た
め
に
、
織
田
信
長
が
二
条
城
（
二

条
御
所
）
を
築
き
ま
す
。
こ
の
石
垣
の

一
部
が
地
下
鉄
烏
丸
線
の
工
事
中
に
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
石
仏
や
五

輪
塔
が
転
用
さ
れ
た
も
の
で
、
い
か
に

も
織
田
信
長
ら
し
い
荒
っ
ぽ
い
工
事
が

目
に
見
え
る
よ
う
で
す
。
こ
の
石
垣
の

一
部
は
京
都
御
苑
の
椹
木
町
口
の
内
側

や
、
洛
西
の
竹
林
公
園
に
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。（
本
誌
二
二
号
埋
文
参
照
）

　

ま
た
、
こ
の
南
に
あ
る
大だ
い

門も
ん

町
も
武

衛
陣
の
大
門
に
よ
る
町
名
で
す
。「
此

付
近　

斯
波
氏
武
衛
陣　

足
利
義
輝
邸

遺
址
」
の
石
標
は
武
衛
陣
町
の
東
側
、

「
旧
二
條
城
跡
」
の
石
標
は
下
立
売
室

町
西
南
角
に
立
っ
て
い
ま
す
。

二
九
号
五
ペ
ー
ジ
三
段
か
ら
四

段
目
に
か
け
て
、
次
の
文
は
誤

り
で
し
た
の
で
削
除
し
ま
す
。

　

百
人
一
首
に
「
法
成
寺
入
道

前
関
白
太
政
大
臣
」
と
し
て
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
藤
原
道
長

そ
の
人
の
遺
跡
と
い
え
ま
す
。

お・わ・び
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今
回
、
相
国
寺
境
内
北
東
に
位
置
す

る
承
天
閣
美
術
館
が
増
築
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
（
図
１
）、
財
団
法
人
京
都
市

埋
蔵
文
化
財
研
究
所
が
工
事
に
先
立
っ

て
２
０
０
４
年
に
発
掘
調
査
を
実
施
し

た
と
こ
ろ
、
縄
文
時
代
の
土
器
か
ら
明

治
時
代
初
頭
に
廃
絶
し
た
相
国
寺
塔
頭

劫ご
う

外が
い

軒け
ん

跡
ま
で
の
各
時
代
の
様
々
な
遺

構
・
遺
物
を
検
出
し
ま
し
た
。
上
層
で

は
、
桃
山
時
代
に
遡
る
相
国
寺
塔
頭
劫

外
軒
の
建
物
基
壇
跡
（
図
２
）
や
、
北

山
橋
付
近
の
加
茂
川
か
ら
御
所
に
水
を

引
く
た
め
に
近
世
初
頭
に
穿う
が

た
れ
た
禁

裏
御
用
水
（
図
３
）
な
ど
の
遺
構
を
検

出
し
ま
し
た
。
ま
た
下
層
か
ら
は
、
最

も
注
目
さ
れ
る
白
鳳
時
代
の
竪
穴
建
物

２
０
基
と
、
奈
良
時
代
初
頭
の
掘
立
柱

建
物
１
棟
な
ど
を
検
出
し
ま
し
た
（
図

４
）。

　

調
査
地
近
辺
は
奈
良
時
代
の
山
城
国

愛
宕
郡
出
雲
郷
の
所
在
地
と
さ
れ
て
お

り
、
今
日
で
も
出
雲
路
橋
や
出
雲
路
を

冠
し
た
町
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

山
城
国
愛
宕
郡
出
雲
郷
は
、
律
令
国
家

の
存
立
基
盤
で
あ
る
税
金
台
帳
・
戸
籍

簿
と
も
い
う
べ
き
神
亀
三
年（
７
２
６
）

「
山
城
国
愛
宕
郡
出
雲
郷
雲
上
里
・
雲

下
里
計
帳
」
が
『
正
倉
院
紙
裏
文
書
』

と
し
て
偶
然
に
も
今
日
ま
で
残
存
し
て

ま
す
。
そ
こ
に
は
出
雲
国
か
ら
移
住
し

て
き
た
出
雲
臣
を
名
乗
る
人
々
を
中
心

に
３
０
０
名
以
上
の
人
々
の
名
前
が
記

載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
古
代
史
で
は
こ

の
「
計
帳
」
を
手
掛
か
り
に
し
て
様
々

な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
古
代
の
人
々
の
生
活
を
解
明
す
る
史

料
と
し
て
教
科
書
に
も
載
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
近
辺
の
調
査
で
も

中
世
の
遺
物
に
混
じ
っ
て
７
世
紀
か
ら

８
世
紀
の
遺
物
が
散
発
的
に
出
土
し
て

い
ま
し
た
が
、
遺
構
に
伴
う
遺
物
は
検

出
で
き
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
今
回
の
調
査
で
は
２
０
基

の
竪
穴
建
物
と
１
棟
の
掘
立
柱
建
物
を

検
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
回

検
出
し
た
竪
穴
建
物
は
一
辺
約
４
メ
ー

上
京
の
埋
蔵
文
化
財

│
古
代
出
雲
郷
の
発
掘
調
査
│

│
古
代
出
雲
郷
の
発
掘
調
査
│

古
代
出
雲
郷

竪
穴
建
物
群
と
掘
立
柱
建
物

図１　調査位置図
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図４　下層遺構実測図

図３　禁裏御用水跡 図２　劫外軒基壇跡
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ト
ル
四
方
・
深
さ
約
３
０
セ
ン
チ
前
後

の
小
規
模
な
竪
穴
で
、
一
辺
の
ほ
ぼ
中

央
に
小
さ
な
馬
蹄
形
の
竈か
ま
どを
作
り
付
け

て
い
ま
し
た
。
竈
の
位
置
や
竪
穴
建
物

の
方
向
は
ば
ら
ば
ら
で
規
格
性
は
な

く
、
同
じ
場
所
に
４
回
建
て
替
え
ら
れ

た
竪
穴
建
物
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
（
図
５
）。
竪
穴
建
物
の
床
か
ら

は
白
鳳
時
代
の
須
恵
器
の
坏つ
き

・
皿
、
土

師
器
の
坏
・
皿
な
ど
が
出
土
し
た
の
で

竪
穴
建
物
の
存
続
時
代
が
７
世
紀
の
半

ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
が

確
定
で
き
ま
し
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
土

器
類
の
他
に
鉄
を
溶
か
し
た
後
に
残
る

多
量
の
鉄て
っ

滓さ
い

（
図
６
）
や
鞴ふ
い
ご
の
羽は

口ぐ
ち

・

坩る

堝つ
ぼ

・
砥
石
な
ど
の
製
鉄
道
具
が
竪
穴

建
物
内
や
竪
穴
建
物
の
横
に
穿
た
れ
た

土ど

壙こ
う

か
ら
出
土
し
て
お
り
、
何
ら
か
の

鉄
製
品
を
製
造
し
て
い
た
集
落
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
竪
穴
建
物

の
床
に
一
抱
え
ほ
ど
の
石
を
据
え
た
も

の
が
あ
り
、
そ
の
床
土
に
磁
石
を
当
て

る
と
多
く
の
鉄
の
剥は
く

片へ
ん

が
吸
着
し
た
の

で
、
化
学
分
析
し
て
調
べ
て
み
る
と
竪

穴
建
物
内
で
鉄
を
鍛た
ん

造ぞ
う

し
て
い
た
こ
と

も
分
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
竪
穴

建
物
群
は
奈
良
時
代
に
入
る
前
に
忽
然

と
消
え
て
な
く
な
り
埋
ま
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
し
て
竪
穴
建
物
が
あ
っ
た
上

層
に
東
西
南
北
に
方
位
を
そ
ろ
え
た
大

型
の
掘
立
柱
建
物
や
柵
列
が
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
柵
列
に

よ
る
区
画
を
伴
う
大
型
の
掘
立
柱
建
物

こ
そ
が
「
計
帳
」
に
記
載
さ
れ
た
時
代

と
ほ
ぼ
重
な
り
ま
す
。
で
は
先
の
竪
穴

建
物
群
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
回
の
調
査
だ

け
で
は
確
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
し
か
し

手
掛
か
り
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
竪
穴

建
物
の
竈
に
丸
瓦
が
据
え
付
け
て
あ
っ

た
こ
と
で
す
（
図
７
）。
竪
穴
建
物
や

掘
立
建
物
に
は
瓦
を
葺
き
ま
せ
ん
。
古

代
に
お
い
て
瓦
を
葺
け
る
の
は
礎
石
建

図５　竪穴建物群と掘立柱建物

図６　竪穴建物出土鉄滓
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ち
の
寺
院
か
役
所
だ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
目
を
転
じ
て
調
査
地
か
ら
北

西
３
０
０
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
上
御

霊
神
社
に
注
目
す
る
と
、
戦
前
に
境
内

か
ら
白
鳳
時
代
の
藤
原
宮
・
本
薬
師
寺

系
の
軒
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
神

社
境
内
は
出
雲
氏
の
氏
寺
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
判
断
さ
れ
、
出
雲
寺
跡

と
呼
称
さ
れ
る
遺
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
出
雲
寺
の
存
在
は
文
献
で
は
少

な
く
と
も
鎌
倉
時
代
ま
で
辿
れ
ま
す

が
、
上
御
霊
神
社
は
『
延
喜
式
』
に
あ

る
京
七
寺
の
一
つ
で
あ
る
「
御
霊
寺
」

が
神
仏
習
合
を
経
て
神
社
と
な
っ
た
も

の
で
、「
上
出
雲
御
霊
堂
」
と
も
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
。『
日
本
略
記
』
康
保

三
年
（
９
６
６
）
七
月
七
日
条
に
「
御

霊
堂
・
上
出
雲
寺
」
と
あ
り
、
平
安
時

代
に
上
出
雲
寺
が
御
霊
寺
・
上
出
雲
御

霊
堂
と
呼
ば
れ
、
最
終
的
に
上
御
霊
神

社
に
変
遷
し
て
現
代
に
至
っ
た
こ
と
が

判
明
し
ま
す
。

　

こ
の
出
雲
寺
跡
か
ら
白
鳳
時
代
の
瓦

が
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
な
ぜ
竪

穴
建
物
に
瓦
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑

問
も
氷
解
し
ま
す
。
つ
ま
り
竪
穴
建
物

の
住
人
は
何
ら
か
の
形
で
出
雲
寺
造
営

に
関
係
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

北
山
地
域
で
は
７
世
紀
代
に
は
北
白

川
廃
寺
・
北
野
廃
寺
・
広
隆
寺
・
八
坂

寺
な
ど
の
氏
寺
が
次
々
と
建
立
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
推
測
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
が
、
出
雲
地
方
が
砂
鉄
製
鉄
で

有
名
な
よ
う
に
京
都
に
移
住
し
た
彼
ら

も
製
鉄
を
生
業
に
し
て
出
雲
寺
造
営
の

経
済
基
盤
を
形
成
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
で
は
、
そ
の
他
さ

ま
ざ
ま
な
時
代
の
遺
構
・
遺
物
を
検
出

し
て
お
り
、
現
在
鋭
意
報
告
書
を
作
成

中
で
す
。
上
京
地
域
に
は
、
ま
だ
ま
だ

た
く
さ
ん
の
重
要
な
遺
跡
が
土
中
に
温

存
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
上
京
区
で
の

発
掘
調
査
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
く

思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
報
告
書
に
は

上
御
霊
神
社
宮
司
小
栗
栖
元
徳
氏
の
御

好
意
に
よ
り
、
今
日
ま
で
紹
介
さ
れ
た

こ
と
の
な
い
神
社
所
蔵
の
貴
重
な
白
鳳

時
代
の
瓦
を
資
料
と
し
て
掲
載
す
る
予

定
で
す
。
最
後
に
発
掘
の
機
会
を
与
え

ら
れ
た
相
国
寺
に
感
謝
し
ま
す
。

（
㈶
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東　

洋
一
）

出
雲
寺
跡
の
瓦

お
わ
り
に

図７　竪穴建物竈と丸瓦
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「
上
京  

史
蹟
と
文
化
」
は
上
京
区
役
所
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
で
販
売
致
し
て
お
り
ま
す
（
Ｔ
Ｅ
Ｌ
４
４
１
─
５
０
４
０
）

表紙／御苑内・迎賓館（中庭）／小谷一之撮影




