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有
栖
川

至 

亀
岡

至 

京
都

至 

大
宮

至 桂

嵐
山
が
な
ぜ
「
京
都
の
坂
」
な
の
か

と
言
え
ば
、
そ
こ
が
京
都
と
そ
の
外
部

と
の
境
界
（
サ
カ
イ
↓
サ
カ
）
だ
か
ら

で
す
。
こ
の
こ
と
は
保
津
川
下
り
の
遊

船
に
乗
れ
ば
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
亀
岡

か
ら
保
津
峡
の
激
流
を
下
っ
て
き
て
、

よ
う
や
く
流
れ
が
穏
や
か
に
な
り
景
色

が
開
け
た
と
思
っ
た
ら
、
そ
こ
が
嵐
山

で
す
。
終
着
点
が
京
都
で
も
最
大
級
の

観
光
地
・
嵐
山
で
あ
る
と
い
う
点
も
保

津
川
下
り
人
気
の
一
因
だ
と
思
う
の
で

す
が
、
京
都
の
街
中
と
は
ま
た
違
う
山

川
の
景
観
美
と
い
う
要
素
を
持
っ
て
い

る
の
が
嵐
山
の
強
み
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
境
界
の
魅
力
」
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
嵐
山
の
地
を
最
初
に
開
発
し
た

の
は
、
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
人
で
あ
る
秦

氏
の
人
た
ち
で
す
。
そ
れ
は
平
安
京
が

で
き
る
か
な
り
前
、
5
〜
6
世
紀
頃
に

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
秦
氏
は
、
土
木
や

治
・
利
水
、
養
蚕
、
織
物
な
ど
の
当
時

の
先
端
技
術
を
日
本
に
も
た
ら
し
ま
し

た
が
、
こ
の
地
（
葛
野
）
に
入
っ
た
人

た
ち
は
保
津
川
（
別
名
・
大
堰
川
、桂
川
）

に
井
堰
を
築
き
、
せ
き
上
げ
た
水
を
水

路
で
導
い
て
流
域
を
開
発
し
ま
し
た
。

そ
の
井
堰
は
今
も
渡
月
橋
の
少
し
上
流

地
点
に
「
一
ノ
井
堰
」
と
い
う
名
で
洛

西
用
水
路（
右
岸
）や
西
高
瀬
川（
左
岸
）

な
ど
の
取
水
口
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
右
岸
を
流
下
す
る

一
ノ
井
川
は
、
1
・
5
㌔
㍍
ほ
ど
南
で

秦
氏
の
氏
神
で
あ
っ
た
松
尾
大
社
の
境

内
を
流
れ
ま
す
が
、
そ
こ
は
今
も
清
浄

な
空
間
と
し
て
保
た
れ
、
秦
氏
の
人
た

ち
が
先
祖
の
功
績
を
大
切
に
顕
彰
し
て

き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

秦
氏
が
早
く
か
ら
葛
野
の
地
を
開
発

し
て
い
た
こ
と
は
、
桓
武
天
皇
が
京
都

盆
地
に
遷
都
す
る
大
き
な
誘
因
に
な
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
7
9
4
年
10
月
に

桓
武
天
皇
が
移
徙
し
た
の
は
、
京
都
盆

地
中
央
部
に
造
営
さ
れ
た
平
安
京
の
中

核
・
平
安
宮
で
、
そ
の
大
極
殿
跡
は
今

の
千
本
丸
太
町
付
近
で
す
。
そ
こ
は
葛

野
の
嵐
山
か
ら
は
6
㌔
㍍
ほ
ど
東
に
離

れ
て
い
ま
す
。
平
安
京
が
で
き
る
ま
で

は
嵐
山
・
嵯
峨
野
は
葛
野
の
中
心
地

だ
っ
た
の
で
す
が
、
遷
都
が
終
わ
れ
ば

そ
こ
は
都
の
西
の
郊
外
で
、
貴
族
た
ち

が
そ
の
地
の
景
勝
を
め
で
る
別
業
（
別

荘
）
地
に
な
り
ま
し
た
。
渡
月
橋
北
詰

め
の
近
く
か
ら
平
安
初
期
の
遺
物
を
伴

う
庭
園
跡
が
出
土
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
桓
武
天
皇
の
別
業
・
大
堰
の
邸
跡

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
室
町
時
代
に
足
利
尊
氏
が

後
醍
醐
天
皇
を
弔
う
た
め
天
龍
寺
を
造

営
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
嵐
山
に
は

寺
院
や
貴
族
の
館
が
次
々
と
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
町
家
街
も
で
き
、
南
北
の
中

心
道
路
は
「
朱
雀
大
路
」
と
名
付
け
ら

れ
る
な
ど
都
市
景
観
を
呈
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
こ
は
自
立
し
た
都
市

で
は
な
く
京
の
都
に
付
随
す
る
「
衛
星

都
市
」
で
あ
り
ま
し
た
。

南
北
朝
期
か
ら
の
戦
乱
で
こ
の
地
は

一
旦
荒
廃
し
ま
し
た
が
、
近
世
に
な
る

と
京
都
の
重
要
な
河
港
と
し
て
復
活
し

ま
す
。
そ
れ
は
、
嵐
山
で
生
ま
れ
育
っ

た
角
倉
了
以
が
、
難
工
事
に
挑
み
保
津

峡
を
開
削
し
て
丹
波
か
ら
の
舟
運
を
開

通
さ
せ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
舟
運
路
は

今
、
保
津
川
下
り
の
ル
ー
ト
と
な
り
、

嵐
山
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
観
光
資
源

に
な
っ
て
い
ま
す
。

近
代
以
降
、
京
都
鉄
道
嵯
峨
駅
（
現

J
R
嵯
峨
嵐
山
駅
・
明
治
30
年
）、
京

福
電
車
嵐
山
駅
（
明
治
43
年
）、
新
京

阪
鉄
道
（
現
阪
急
電
鉄
）
嵐
山
駅
（
昭

和
3
年
）、
ト
ロ
ッ
コ
嵯
峨
駅
、
嵐
山

駅
（
平
成
3
年
）
と
次
々
に
鉄
道
駅
が

造
ら
れ
、
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
回
遊

が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
嵐
山

は
京
都
を
代
表
す
る
観
光
地
に
押
し
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

嵐
山
は
、
他
の
京
都
の
坂
＝
境
界
と

同
じ
よ
う
に
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
境

界
性
の
内
実
を
大
き
く
変
容
さ
せ
て
き

た
の
で
す
。

〈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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一ノ井堰。背景の丸い山は小倉山、遠くに見えるのは愛宕山

渡月橋から一ノ井堰を望む松尾大社境内を流れる一ノ井川
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