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序

　本報告書は２００３年度に埋蔵文化財研究センターがおこなった，京都大学構内に残る遺跡

の発掘調査の成果をまとめたものである。京都盆地の一角を占めるにすぎない吉田キャン

パスにも，先史時代から近世に至る長い歴史を刻んだ遺跡が累積していることが明らかに

なっている。これらの調査の成果を報告するにあたっては，できるだけ精緻な分析を目指

して努力を重ね，過去の調査成果にあらたな資料と考察を加えながら，歴史の復元を試み

ている。

　大学はその地域の文化財の研究や活用に，先導的な役割を果たすことが求められており，

埋蔵文化財研究センターがおこなってきた，遺跡の調査による研究の蓄積も年を追って前

進し，その範となるような先駆的実験を試みている。この点は総合大学としての利点を生

かして，学内の各研究科および研究所などから協力を得て，学際的な研究を進めることが

でき，大きな成果を得ることができつつある。この報告もそのような検討の一端が反映さ

れていると考えている。

　第Ⅰ部では，医学研究科の学友会館と総合研究棟の建設，および農学研究科の総合研究

棟の建設にともなう発掘調査の成果とその考察をまとめたものであり，また第Ⅱ部はこれ

らの調査で残された問題の検討と，古代の歴史資料の文献学的な考察を加えたものである。

ご高覧いただきご批判をお願いしたい。

　おわりに，これらの調査を進めるにあたって，学内，学外の関係者および調査機関から

多くのご指導ご助言をいただいた。とりわけ，発掘を実施するにあたってご協力を賜った，

施設・環境部，医学研究科，農学研究科の関係各位には，ここに厚くお礼申し上げる次第

である。

　　２００８年３月

 京都大学埋蔵文化財研究センター長　　　　　

 上　原　真　人　
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例　　　言

１　本年報は，京都大学構内で２００３年４月１日から２００４年３月３１日までに発掘，整理作業

をおこなった埋蔵文化財調査と保存の報告，および京都大学埋蔵文化財研究センター

における研究成果をまとめたものである。

２　国土座標にしたがって一辺５０�の方形の地区割りをして，遺跡の位置を表示した。

３　層位と遺構の位置については，国土座標第�座標系（日本測地系，ｘ＝－１０８,０００　

ｙ＝－２０,０００）が（Ｘ＝２,０００　Ｙ＝２,０００）となる京都大学構内座標により表示した。

４　遺構の略号は，奈良文化財研究所の方式にしたがって，井戸：ＳＥ，土坑：ＳＫのよ

うに表示し，各調査ごとに通し番号を１から付した。

５　遺物には，遺跡の調査名を示すローマ数字と，調査ごとの通し番号を１から付した。

　　この遺物番号は，本文，実測図，写真を通じて表示を統一した。

　　Ⅰ：京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

　　Ⅱ：京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

　　Ⅲ：京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

　　（例　Ⅰ１：京都大学医学部構内ＡＲ１９区出土遺物１番）

６　原則として，遺物の実測図は縮尺１�４，遺物の写真は約１�２に統一した。他の縮尺のも

のは，それぞれに縮尺を明記した。

７　参考文献は，本文中に〔著者名　発表年〕の形式で表わし，巻末に一括した。

８　古代・中世土師器の型式分類は，とくにことわりがない場合，『京都大学埋蔵文化財調

査報告Ⅱ』（１９８１年）にしたがっている。

９　本文の執筆者名は各章の初めに列記した。また，遺物の撮影は，それぞれ報告者が担

当した。

１０　編集は，伊藤淳史が担当し，清水芳裕，千葉豊，冨井眞，笹川尚紀，磯谷敦子，北尾

敬子，柴垣理恵子が協力した。



iii

京都大学構内遺跡調査研究年報　２００３年度

目　　　次

第�部　京都大学構内遺跡発掘調査報告

　第１章　２００３年度京都大学構内遺跡調査の概要 …………………………１

１　調査の経過 ………………………………………………………………………………１

２　調査の成果 ………………………………………………………………………………１

　第２章　京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査 ………………………３

１　調査の概要 ………………………………………………………………………………３

２　層　　　位………………………………………………………………………………４

３　先史時代の遺物 …………………………………………………………………………５

４　古代・中世の遺跡 ………………………………………………………………………７

５　近世・近代の遺跡 ………………………………………………………………………３１

６　小　　　結 ………………………………………………………………………………４９

　第３章　京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査 ………………………５３

１　調査の概要 ………………………………………………………………………………５３

２　層　　　位 ………………………………………………………………………………５３

３　遺　　　構 ………………………………………………………………………………５８

４　遺　　　物 ………………………………………………………………………………６５

５　小　　　結 ………………………………………………………………………………９４

　第４章　京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査 ……………………９９

１　調査の概要 ………………………………………………………………………………９９

２　層　　　位 ……………………………………………………………………………１００

３　古代以前の遺跡 ………………………………………………………………………１０３

４　中世の遺跡 ……………………………………………………………………………１０４



iv

５　近世の遺跡 ……………………………………………………………………………１６２

６　小　　　結 ……………………………………………………………………………１６８

　参　考　文　献 …………………………………………………………………………１７１

　京都大学構内遺跡調査要項 ………………………………………………………１７５

　報　告　書　抄　録 …………………………………………………………………………１８３

　

第�部　京都大学埋蔵文化財研究センター紀要��

　土石流は初期農耕の地をどう通り過ぎたか
　――京都市北白川追分町遺跡の白川弥生土石流の堆積物調査――

１　は　じ　め　に ……………………………………………………………………………１８７

２　調査の背景と掘削の方法……………………………………………………………１８８

３　考古学的資料…………………………………………………………………………１９１

４　土石流とその直前の状況……………………………………………………………１９５

５　白川土石流の性格……………………………………………………………………２００

６　お　わ　り　に ……………………………………………………………………………２０４

　「大猪甘人面」に関する覚書
１　は　じ　め　に ……………………………………………………………………………２０９

２　先行研究の概観………………………………………………………………………２０９

３　神依祭における人面…………………………………………………………………２１２

４　賀茂祭における「猪影」……………………………………………………………２１４

５　お　わ　り　に……………………………………………………………………………２１９

図　　　版 ………………………………………………………………………………巻末



v

図　版　目　次

図版１　京都大学吉田キャンパスの地区割と調査地点
図版２　京都大学医学部構内ＡＲ１９区

１　調査区全景（南から） ２　道路ＳＦ２（北から）

３　道路ＳＦ１（東から）

図版３　京都大学医学部構内ＡＲ１９区
１　井戸ＳＥ８（南から） ２　井戸ＳＥ６（東から）

３　井戸ＳＥ１（北西から） ４　井戸ＳＥ１細部（西から）

５　井戸ＳＥ５（東から） ６　井戸ＳＥ２（南西から）

図版４　京都大学医学部構内ＡＲ１９区
１　集石ＳＸ３（東から） ２　集石ＳＸ４（北東から）

３　集石ＳＸ５（北から） ４　集石ＳＸ６（北から）

５　土坑ＳＫ１０（北から） ６　溝ＳＤ４（北から）

図版５　京都大学医学部構内ＡＲ１９区
１　土取穴ＳＸ１（北から） ２　土取穴ＳＸ１遺物出土状況（北から）

３　水路ＳＤ２（西から）

図版６　京都大学医学部構内ＡＲ１９区
１　縄文土器 ２　縄文土器，弥生土器

図版７　京都大学医学部構内ＡＲ１９区
ＳＥ７出土遺物，ＳＥ８出土遺物，ＳＫ１９出土遺物，ＳＫ１０出土遺物

図版８　京都大学医学部構内ＡＲ１９区
１　ＳＸ１出土陶磁器，銘・刻印集成

２　ＳＸ２出土遺物

図版９　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　中世遺構掘削後の調査区全景（西から）

２　洪水砂層上面の調査区全景（西から）

図版１０　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　暗黒褐色砂質土Ⅰ上面（北西から）

２　暗黒褐色砂質土Ⅱ上面（北西から）



vi

図版１１　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　建物跡ＳＨ１（北西から） ２　焼土ＳＸ３と周辺のピット（北から）

３　土器溜ＳＸ４（西から） ４　土坑ＳＫ８（東から）

５　土坑ＳＫ１５（南東から） ６　土坑ＳＫ３５（東から）

図版１２　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　南北畔土層断面（西から） ２　暗黒褐色砂質土ⅠⅡのえぐれ（北東から）

３　近世遺構掘削後の全景（西から）　 ４　野壺ＳＥ１（南から）

５　北壁の墳砂（南から）６　調査区東辺中央付近の土石流堆積（北東から）

図版１３　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＫ４出土土器 ２　ＳＫ１５出土土器

３　ＳＫ１６出土土器

図版１４　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＸ３出土土器 ２　ＳＸ３と関連ピット出土土器

図版１５　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＸ４出土土器� ２　ＳＸ４出土土器�

図版１６　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＸ２出土土器� ２　ＳＸ２出土土器�

図版１７　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＫ８出土土器� ２　ＳＫ８出土土器�

図版１８　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＫ３５出土土器� ２　ＳＫ３５出土土器�

図版１９　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　ＳＫ３６出土土器と遺構外出土の縄文土器

２　遺構外出土の縄文土器�

図版２０　京都大学北部構内ＢＦ３２区
１　遺構外出土の縄文土器�

２　ＳＫ１２・１４出土土器と遺構外出土の縄文土器・耳栓

図版２１　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
１　表土除去後調査区全景（東から）

２　集石ＳＸ１（西から） ３　集石ＳＸ１（東から）



vii

図版２２　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
調査区全景オルソ画像

図版２３　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
１　調査区西北部路面ＳＦ１最上面検出状況（西から）

２　調査区中央中世Ⅲ・Ⅳ期遺構全景（南から）

３　集石ＳＸ２～１０・路面ＳＦ１検出状況（東から）

４　集石ＳＸ１４検出状況（西から）

５　調査区西北部中世Ⅰ・Ⅱ期遺構全景（北西から）

６　集石ＳＸ２８（西から）

図版２４　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
１　瓦溜ＳＸ１２検出状況（南から）２　土器溜ＳＸ１２検出状況（南から）

３　井戸ＳＥ５３断面（西から） ４　井戸ＳＥ５３最下部（南から）

５　井戸ＳＥ５４（北から） ６　井戸ＳＥ５５（北から）

図版２５　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
１　井戸ＳＥ５９（東から） ２　井戸ＳＥ６１（西から）

３　井戸ＳＥ６２（東から） ４　井戸ＳＥ６３（西から）

５　溝ＳＤ５３上層瓦出土状況（北から）６　近世井戸ＳＥ２（南から）

図版２６　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
ＳＰ１２８出土遺物，ＳＫ１３出土遺物、ＳＫ１４出土遺物，ＳＫ１５出土遺物，

ＳＫ１９出土遺物，ＳＫ７出土遺物

図版２７　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
ＳＫ２７出土遺物，ＳＸ３１出土遺物，茶褐色土２出土遺物，

黄色粘土出土遺物，砂礫層上面出土遺物，ＳＥ１出土遺物

図版２８　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
ＳＥ５３水溜外枠使用瓦

図版２９　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
ＳＤ５３出土瓦�

図版３０　京都大学医学部構内ＡＰ１８区
ＳＤ５３出土瓦�



viii

　医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

図１　調査区西壁の層位 ………………４

図２　先史時代の遺物 …………………６

図３　中世の遺構 ………………………８

図４　井戸ＳＥ１・ＳＥ２ ……………９

図５　土坑ＳＫ１０ ………………………１０

図６　ＳＫ２１，ＳＥ７出土遺物 ………１２

図７　ＳＥ８出土遺物 …………………１３

図８　ＳＥ６出土遺物� ………………１４

図９　ＳＥ６出土遺物� ………………１５

図１０　ＳＥ１出土遺物 …………………１６

図１１　ＳＥ５出土遺物 …………………１７

図１２　ＳＸ３出土遺物 …………………１８

図１３　ＳＫ２４出土遺物 …………………１９

図１４　ＳＫ４出土遺物 …………………２１

図１５　ＳＸ４，ＳＸ６出土遺物 ………２２

図１６　ＳＫ１３，ＳＫ１６，ＳＫ１８出土遺物

　　　　　　　 …………………２３

図１７　ＳＫ２０，ＳＫ１９�，ＳＫ６，

　　　ＳＫ１０出土遺物 …………………２５

図１８　ＳＫ１９出土遺物� ………………２６

図１９　ＳＫ１５，ＳＥ２出土遺物 ………２７

図２０　ＳＫ１出土遺物 …………………２８

図２１　ＳＦ１層位 ………………………２９

図２２　ＳＦ２，ＳＦ１路盤，ＳＦ１上層，

　　　ＳＤ４出土遺物 …………………３０

図２３　近世の遺構 ………………………３２

図２４　ＳＸ１出土遺物� ………………３３

図２５　ＳＸ１出土遺物� ………………３５

図２６　ＳＸ１出土遺物� ………………３７

図２７　ＳＸ１出土遺物� ………………３８

図２８　ＳＸ１出土遺物� ………………３９

図２９　ＳＸ１出土遺物� ………………４１

図３０　ＳＸ１出土遺物� ………………４３

図３１　ＳＸ１出土遺物� ………………４４

図３２　ＳＸ１出土遺物� ………………４５

図３３　ＳＸ１出土遺物� ………………４６

図３４　ＳＸ１出土遺物� ………………４７

図３５　ＳＸ１出土遺物� ………………４８

図３６　白川道と関連調査地点 …………５２

　北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

図３７　北壁の層位 ………………………５４

図３８　西壁の層位 ………………………５６

図３９　南北畔の層位 ……………………５７

図４０　南壁の層位 ………………………５８

図４１　洪水層上面の遺構 ………………５９

図４２　ＳＨ１ ……………………………５９

図４３　ＳＸ３・ＳＸ４ …………………６０

図４４　暗黒褐色砂質土Ⅰ上面 …………６１

図４５　暗黒褐色砂質土Ⅱ上面 …………６２

図４６　近世・近代の遺構 ………………６３

図４７　西北辺での中世から

　　　　近代の遺構群の変遷 …………６４

図４８　ＳＫ４出土遺物 …………………６６

挿　図　目　次



ix

図４９　ＳＫ１５出土遺物 …………………６８

図５０　ＳＫ１６出土遺物 …………………６９

図５１　ＳＸ３出土遺物� ………………７１

図５２　ＳＸ３出土遺物� ………………７２

図５３　ＳＸ４出土遺物� ………………７３

図５４　ＳＸ４出土遺物� ………………７４

図５５　ＳＸ２出土遺物� ………………７５

図５６　ＳＸ２出土遺物� ………………７６

図５７　ＳＫ８出土遺物� ………………７７

図５８　ＳＫ８出土遺物� ………………７８

図５９　ＳＫ３５出土遺物� ………………７９

図６０　ＳＫ３５出土遺物� ………………８０

図６１　ＳＫ３５出土遺物� ………………８１

図６２　ＳＫ８，ＳＫ１２，ＳＫ１４出土遺物，

そのほかの縄文土器�……８２

図６３　そのほかの縄文土器� …………８３

図６４　そのほかの縄文土器� …………８４

図６５　そのほかの縄文土器と耳栓 ……８５

図６６　ＳＤ２２，ＳＫ１，ＳＫ２，

　　　砂取穴，黒褐色土出土遺物 ……８７

図６７　五輪塔� …………………………８９

図６８　五輪塔�・墓石� ………………９０

図６９　墓石� ……………………………９１

図７０　墓石� ……………………………９２

図７１　墓石� ……………………………９３

　医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査

図７２　調査地点の位置 …………………９９

図７３　調査区東西畔北壁の層位 …… １００

図７４　調査区東壁の層位 …………… １０１

図７５　調査区西半北壁の層位 ……… １０２

図７６　古代以前の遺物 ……………… １０５

図７７　中世遺構の時期別配置� …… １０８

図７８　中世遺構の時期別配置� …… １０９

図７９　ＳＤ１・ＳＦ１付近の層位 … １１０

図８０　ＳＥ５５・ＳＥ５９・ＳＥ６２・ＳＥ６３

　　　　　　　 ……………… １１１

図８１　ＳＥ５３・ＳＥ６１ ……………… １１２

図８２　ＳＥ５４ ………………………… １１３

図８３　ＳＫ３０・ＳＫ１６・ＳＫ１３

　　　　出土土師器計測結果 ……… １１５

図８４　ＳＫ２５・ＳＸ１８

　　　　出土土師器計測結果 ……… １１６

図８５　ＳＫ７・ＳＫ２７

　　　　出土土器計測結果 ………… １１７

図８６　ＳＫ２８・ＳＸ３２

　　　　出土土師器計測結果 ……… １１８

図８７　ＳＤ５７出土土器計測結果 …… １１９

図８８　ＳＫ１２，ＳＫ１３下層，

　　　ＳＫ１３上層出土遺物 ………… １２１

図８９　ＳＫ１４，ＳＫ１５出土遺物 …… １２２

図９０　ＳＫ１６，ＳＫ３０，ＳＰ６５３，ＳＫ１７

　　　出土遺物 ……………………… １２３

図９１　ＳＫ１８，ＳＫ１９，ＳＫ２１，ＳＫ２２，

　　　ＳＸ３４，ＳＸ３６出土遺物 …… １２４

図９２　ＳＤ５５，ＳＤ６２，ＳＤ６４，ＳＤ８１，

ＳＤ８３，ＳＤ８４，ＳＤ８５，ＳＥ５９，

ＳＥ６２出土遺物 ……………… １２５

図９３　ＳＫ２４，ＳＸ１４，ＳＸ２０，ＳＸ２４，

ＳＸ３３，ＳＸ３７出土遺物 …… １２６



x

図９４　ＳＤ５８下層，ＳＤ５８上層，ＳＤ６１，

ＳＤ６８，ＳＤ８０，ＳＤ８２，ＳＥ５６，

ＳＥ５７，ＳＥ６３，ＳＥ６４出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １２７

図９５　ＳＫ２５出土遺物 ……………… １２８

図９６　ＳＸ２，ＳＸ３，ＳＸ４，ＳＸ５，

　　　ＳＸ６，ＳＸ１０出土遺物 …… １２９

図９７　ＳＫ７，ＳＫ６出土遺物 …… １３０

図９８　ＳＫ８，ＳＫ９，ＳＫ１１出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １３１

図９９　ＳＫ２７，ＳＫ２８，ＳＫ２９出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １３２

図１００　ＳＫ３１，ＳＫ３２，ＳＸ１２，ＳＸ１５，

ＳＸ１６，ＳＸ１７出土遺物 …… １３３

図１０１　ＳＸ１８，ＳＸ２１，ＳＸ２２，ＳＸ２３

出土遺物 ……………………… １３４

図１０２　ＳＸ２５，ＳＸ２７出土遺物 …… １３５

図１０３　ＳＸ２８，ＳＸ２９，ＳＸ３０，ＳＸ３１，

ＳＸ３２出土遺物 ……………… １３６

図１０４　ＳＤ５３，ＳＤ５４，ＳＤ５６出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １３８

図１０５　ＳＤ５７，ＳＤ６６，ＳＤ６７出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １３９

図１０６　ＳＤ７６，ＳＤ７７，ＳＤ７８，ＳＤ７９，

ＳＥ５３，ＳＥ５４，ＳＥ５５出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １４０

図１０７　ＳＥ５８，ＳＥ６０，ＳＥ６１出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １４１

図１０８　ＳＤ１最下層，ＳＦ１，

　　　ＳＸ１出土遺物 ……………… １４２

図１０９　ＳＫ１，ＳＫ２，中世野壷群検出

時，ＳＥ２２，ＳＥ２８，ＳＥ３８，

　　　ＳＥ５１，ＳＥ５２出土遺物 …… １４３

図１１０　暗黄灰色シルト質土，

　　　暗灰褐色土出土遺物 ………… １４５

図１１１　茶褐色土２出土遺物� ……… １４６

図１１２　黄色粘土出土遺物� ………… １４７

図１１３　黄色粘土出土遺物� ………… １４８

図１１４　茶褐色土２出土遺物� ……… １４９

図１１５　滑石製石鍋，温石 …………… １５０

図１１６　水晶製品 ……………………… １５１

図１１７　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦� …… １５２

図１１８　ＳＥ５３水溜外枠使用瓦� …… １５３

図１１９　ＳＤ５３出土瓦� ……………… １５４

図１２０　ＳＤ５３出土瓦� ……………… １５５

図１２１　ＳＤ５３出土瓦� ……………… １５６

図１２２　ＳＤ５３出土瓦� ……………… １５７

図１２３　ＳＤ５３出土瓦� ……………… １５８

図１２４　ＳＤ５３出土瓦� ……………… １５９

図１２５　ＳＸ１２出土瓦� ……………… １６０

図１２６　ＳＸ１２出土瓦� ……………… １６１

図１２７　近世の遺構 …………………… １６２

図１２８　井戸ＳＥ２ …………………… １６３

図１２９　黄灰色土出土遺物 …………… １６５

図１３０　ＳＤ１，ＳＥ１�，ＳＥ２，

　　　ＳＥ３，ＳＥ４，ＳＥ６出土遺物

　　　　　　　　　　 ……………… １６６

図１３１　ＳＥ１出土遺物� …………… １６７

図１３２　灰褐色土出土遺物 …………… １６７

図１３３　表土出土遺物 ………………… １６８



xi

　土石流は初期農耕の地を

　　　　　　　　　どう通り過ぎたか

図１３４　遺跡の位置と調査地点 ……… １８７

図１３５　調査地点の層位 ……………… １９０

図１３６　土石流堆積物の詳細 ………… １９１

図１３７　歴史時代の遺構 ……………… １９２

図１３８　ＳＤ１出土土器 ……………… １９３

図１３９　黄色砂・暗褐色土出土土器 … １９４

図１４０　５ｂ層上面の様相 …………… １９７

図１４１　ＳＤ３ ………………………… １９９

図１４２　本調査区とその周辺における

　　　　土石流の堆積のプロセス … ２０３

図１４３　ＳＤ３と本調査区出土遺物 … ２０７

図１４４　各種遺構や堆積状況の詳細 … ２０８

表１　中世井戸一覧表 ……………… １１０　

表２　京都大学構内のおもな調査 … １７６　

表３　肉眼観察による

　　　　土石流堆積物の層相 ……… １９５　

表　目　次



第�部　２００３年度京都大学構内遺跡発掘調査報告

 第１章  ２００３年度京都大学構内遺跡調査の概要

 第２章  京都大学医学部構内ＡＲ１９区の発掘調査

 第３章  京都大学北部構内ＢＦ３２区の発掘調査

 第４章  京都大学医学部構内ＡＰ１８区の発掘調査



第�部　京都大学埋蔵文化財研究センター紀要��

  土石流は初期農耕の地をどう通り過ぎたか

 　―京都市北白川追分町遺跡の白川弥生土石流の堆積物調査―

 冨井　眞

  「大猪甘人面」に関する覚書

 笹川尚紀



２００８年３月３１日　発行 

京都大学構内遺跡調査研究年報 
２００３年度 

編　集 
発　行 

印　刷 
製　本 

京都大学埋蔵文化財研究センター 

三 星 商 事 印 刷 株 式 会 社  
京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町  

京都市中京区新町通竹屋町下ル弁財天町３００ 




