
京
都
は
盆
地
の
中
に
で
き
た
街
な
の

で
、
南
側
を
除
い
て
市
街
地
の
周
縁
は

坂
に
な
っ
て
い
ま
す
。
東
山
、
北
山
、

西
山
の
山
麓
線
と
ク
ロ
ス
す
る
道
は
、

そ
こ
が
坂
道
に
な
り
ま
す
。
長
崎
や
尾

道
、
函
館
な
ど
は
「
坂
の
街
」
と
し
て

知
ら
れ
て
い
て
、
坂
に
沿
っ
て
も
街
が

続
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
京

都
の
街
は
周
辺
の
山
か
ら
見
る
と
湖
の

よ
う
に
盆
地
の
底
に
沈
ん
で
い
て
、
斜

面
に
街
が
這
い
上
が
っ
て
い
る
部
分
が

あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、

盆
地
周
縁
部
の
坂
は
、
市
街
地
側
か
ら

い
え
ば
内
部
と
外
部
の
「
境
界
」
と
し

て
の
時
を
刻
ん
で
き
た
と
い
え
ま
す
。

柳
田
國
男
は
「
傾
斜
道
路
を
サ
カ
と

云
ふ
の
も
其
始
は
境
の
義
の
転
じ
た
も

の
で
あ
る
」（『
榎
の
杖
』）
と
記
し
て

い
ま
す
。
つ
ま
り
「
坂
」
は
サ
カ
イ
で

あ
り
、
そ
の
両
側
を
隔
て
、
か
つ
結
ぶ

「
境
界
」
な
の
で
す
。

京
都
周
辺
の
坂
の
中
で
、
そ
こ
が
境

界
で
あ
る
こ
と
を
最
も
コ
ン
パ
ク
ト
に

表
象
し
て
い
る
の
は
、
松
ヶ
崎
の
北
に

あ
る
狐
坂
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま

す
。
松
ヶ
崎
に
は
8
月
16
日
夜
「
妙
法
」

の
送
り
火
が
点
さ
れ
る
山
（
西
山
、
東

山
）
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
西
山
の
脇

を
越
え
、
宝
ヶ
池
の
西
南
に
出
る
坂
が

狐
坂
で
す
。
宝
ヶ
池
の
西
側
を
経
由
す

る
道
を
た
ど
れ
ば
、
そ
の
先
は
も
う
岩

倉
で
す
。

岩
倉
は
京
都
盆
地
の
北
に
付
随
す
る

小
盆
地
で
、
宝
ヶ
池
ト
ン
ネ
ル
に
潜
る

自
動
車
道
や
叡
電
な
ど
近
代
的
交
通
手

段
が
で
き
る
ま
で
は
、
狐
坂
・
檜
峠
な

ど
の
坂
を
越
さ
な
い
と
京
都
と
行
き
来

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
岩
倉
が
京
都
の

住
宅
地
と
し
て
急
速
に
発
展
す
る
の

は
、
1
9
6
6
年
宝
ヶ
池
畔
に
国
立
京

都
国
際
会
館
が
開
館
し
て
以
後
の
こ
と

で
す
（
地
下
鉄
国
際
会
館
駅
開
業
は

1
9
9
7
年
）。
か
つ
て
は
、
岩
倉
は

京
都
と
は
別
の
時
間
が
流
れ
る
農
村
で

あ
り
、
狐
坂
を
越
す
こ
と
は
異
界
へ
の

出
入
り
だ
っ
た
の
で
す
。

地
下
鉄
松
ヶ
崎
駅
を
起
点
に
し
て
、

狐
坂
を
上
が
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
狐
坂
、

宝
ヶ
池
の
脇
の
遊
歩
道
を
経
て
国
立
京

都
国
際
会
館
の
横
を
抜
け
る
と
、
国
際

会
館
駅
ま
で
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

宝
ヶ
池
の
周
囲
の
山
々
は
四
季
折
々
の

表
情
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
5
月
頃
は

新
緑
が
輝
い
て
い
ま
す
。
地
図
の
A
地

点
が
京
都
側
出
入
り
口（
松
ヶ
崎
）で
す
。

今
は
バ
リ
カ
ー
が
設
置
さ
れ
車
が
進
入

で
き
な
い
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
が
、

2
0
0
6
年
に
狐
坂
高
架
道
が
開
通
す

る
ま
で
は
車
道
で
も
あ
り
、
ヘ
ア
ピ
ン

カ
ー
ブ
が
二
つ
（
C
、
D
地
点
）
続
く

車
の
難
所
で
し
た
。
坂
に
か
か
る
右
側

に
岩
上
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
こ

の
お
社
の
御
神
体
は
巨
石
、
つ
ま
り
磐

座
で
す
。
こ
の
巨
石
に
宿
る
神
は
、
や

は
り
境
界
の
守
護
神
な
の
で
し
ょ
う
。

神
社
の
鳥
居
前
か
ら
少
し
坂
を
上
が
る

と
、
右
側
の
路
傍
に
「
桜
井
」
が
あ
り

ま
す
。
井
戸
と
い
う
よ
り
湧
き
水
で
あ

り
、
今
も
か
れ
る
こ
と
な
く
水
が
湧
い

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
歌
枕
と
し
て
も
有

名
で
し
た
。
磐
座
と
い
い
井
水
と
い
い
、

境
界
特
有
の
「
記
号
」
だ
と
思
い
ま
す
。

旧
道
は
カ
ラ
ー
舗
装
さ
れ
、
歩
行
者

と
自
転
車
の
専
用
道
路
に
な
っ
て
い
ま

す
。
で
は
狐
坂
は
境
界
と
し
て
の
意
味

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
う
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

地
図
の
B
地
点
辺
り
か
ら
前
方
を
見

て
み
ま
し
ょ
う
。
視
線
の
先
に
は
送
り

火
「
妙
法
」
の
「
妙
」
字
の
火
床
が
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、坂
が
反
転
す
る
カ
ー

ブ
と
、
火
床
と
の
間
は
松
ヶ
崎
の
墓
地

に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
盆
に
戻
っ
た
先

祖
霊
を
送
り
火
で
送
る
松
ヶ
崎
の
人
た

ち
に
と
っ
て
、
狐
坂
は
今
も
「
こ
の
世

と
あ
の
世
」
の
境
界
で
あ
り
続
け
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

狐坂の京都側出入り口（松ヶ崎）に鎮座する岩上神社。坂を越える人たちはまずここで手を合わせ参拝した

岩上神社の御神体である巨石（磐座）狐坂旧道のヘアピンカーブ。かつては車道でもあり車の難所だったが、
今は歩行者・自転車専用道になっている

〈なかにし ひろつぐ〉
1946年京都西陣に生まれ、育つ。1971～2007年
大阪府立高校教員。2009～2020年京都精華大
学人文学部教員。『学校のモノ語り』（東方出
版）など学校文化に関する共著書多数。一方、
自分と京都との関わりを巡って考察。著書に『聚
楽第・梅雨の井物語』（阿吽社）、『戦争のなかの
京都』（岩波書店）、『京都の坂』（明石書店）が
ある。現在、京都民衆史研究所代表。
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