
か
も
が
わ

鴨
川

8知
る

■
ど
ん
な
川

鴨
川
は

「
賀
茂
川

「
加
茂
川
」
と
も
書
き
、
京
都
の
市
街
地
を
南

、

」

北
に
貫
流
す
る
川
。
上
流
の
上
賀
茂
一
帯
は
古
代
、
賀
茂
氏
の
本
拠
地

か

み

が

も

で
愛
宕
郡
賀
茂
郷
が
あ
り
、
賀
茂
の
地
名
が
定
着
し
て
川
名
も
こ
れ
に

お
た
ぎ

由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
区
雲
ヶ
畑
の
桟
敷
嶽
山
中
に
源
を
発
し
、
北
区
上
賀
茂
で
京
都
盆

く
も
が
は
た

さ
じ
き
が
だ
け

地
に
入
り
、
出
町
附
近
で
北
東
か
ら
流
れ
て
く
る
高
野
川
と
合
流
。
南

で
ま
ち

た
か
の
が
わ

方
に
流
路
を
変
え
、
四
条
附
近
で
白
川
、
最
下
流
部
で
堀
川
・
西
高
瀬

川
を
合
わ
せ
て
、
伏
見
区
下
鳥
羽
下
向
島
町
で
桂
川
に
合
流
し
ま
す
。

長
さ
約
二
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

■
鴨
川
の
歴
史

鴨
川
は
、
し
ば
し
ば
洪
水
を
起
こ
す
川
で
し
た
。
院
政
を
開
始
し
、

そ
の
権
力
を
思
う
ま
ま
に
し
た
白
河
法
皇
で
さ
え

「
賀
茂
河
の
水
・

、

、

」（『

』）

双
六
の
賽
・
山
法
師

是
ぞ
わ
が
心
に
か
な
は
ぬ
も
の

平
家
物
語

す
ご
ろ
く

さ
い

と
、
天
下
三
不
如
意
の
第
一
に
鴨
川
の
水
を
あ
げ
た
ほ
ど
で
す
。

て
ん
か
さ
ん
ふ
に
よ
い

、

（

）

鴨
川
の
水
害
対
策
と
し
て

堤
を
修
理
す
る
た
め
天
長
元

八
二
四

年
に
設
置
さ
れ
た
の
が
防
鴨
河
使
で
す
が
、
成
果
は
あ
ま
り
な
か
っ
た

ぼ

う

が

し

よ
う
で
す
。

寛
仁
元
（
一
〇
一
七
）
年
の
洪
水
で
は
、
富
小
路
以
東
が
海
の
よ
う

に
な
り
、
悲
田
院
（
貧
窮
者
や
孤
児
の
救
済
施
設
）
の
病
人
三
百
人
が

ひ
で
ん
い
ん

流
さ
れ
ま
し
た
。

慶
長
十
四
（
一
六
〇
九
）
年
、
豊
臣
秀
頼
は
東
山
の
大
仏
殿
再
建
工

事
を
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
建
築
資
材
は
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
鳥
羽
へ

着
き
、
そ
こ
か
ら
陸
路
を
京
都
へ
運
ば
れ
ま
し
た
が
、
巨
大
な
木
は
陸

揚
げ
後
の
輸
送
が
困
難
で
し
た
。
こ
れ
を
見
た
角
倉
素
庵
は
父
了
以
と

す
み
の
く
ら
そ
あ
ん

り
よ
う
い

相
談
し
、
鴨
川
に
筏
を
流
し
た
り
川
船
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

い
か
だ

よ
う
に
整
備
す
る
工
事
に
着
手
。
慶
長
十
五
（
一
六
一
〇
）
年
に
完
成

さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
鴨
川
運
河
疏
通
に
よ
り
物
資
の
輸
送
は
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う

そ
つ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
成
功
に
は
げ
ま
さ
れ
、
了
以
は
高
瀬
川
の
開
鑿

を
続
い
て
行
っ
た
の
で
す
。

寛
文
九
（
一
六
六
九
）
年
鴨
川
両
岸
に
新
し
い
石
堤
の
築
造
が
開
始

さ
れ
、
翌
年

完
成
し
ま
し

た
。
こ
の
石

垣
を
寛
文
新
堤

か
ん
ぶ
ん
し
ん
て
い

と
い
い
ま
す
。

こ
の
護
岸
工

事
が
行
わ
れ

る
ま
で
は
、
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「京都明細大絵図」(京都市歴
史資料館蔵)に見られる寛文新
堤。鴨川に架かるのは四条の
仮橋。
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鴨
川
は
左
右
に
河
原
が
広
が
る
自
然
河
川
で
し
た
が
、
堤
に
よ
り
河
原

が
市
街
地
化
さ
れ
て
、
現
在
の
鴨
川
景
観
の
基
礎
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
、
琵
琶
湖
疏
水
が
市
内
に
達
し
て
鴨

び

わ

こ

そ

す

い

川
と
合
流
し
た
の
に
と
も
な
い
、
そ
れ
を
利
用
し
た
水
路
と
し
て
鴨
川

運
河
の
開
鑿
工
事
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
同
二
十
七
年
完
成
し
、
京
都
―

伏
見
間
の
水
上
動
脈
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
第
二
高
瀬
川
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
、
琵
琶
湖
疏
水
と
淀
川
を
直
結
し
、
大
型
生
活
物
資
輸
送

に
役
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
途
中
八
か
所
に
閘
門
を
設
け
、
翌
二
十
八
年

こ
う
も
ん

に
は
、
伏
見
イ
ン
ク
ラ
イ
ン
（
傾
斜
鉄
道
）
が
完
成
し
ま
し
た
。

昭
和
十
（
一
九
三
五
）
年
六
月
二
十
九
日
、
豪
雨
で
京
都
市
内
の
河

川
が
氾
濫
し
、
鴨
川
で
も
三
条
・
五

条
大
橋
な
ど
ほ
ぼ
九
割
の
橋
が
流
失

し
、
北
大
路
橋
・
賀
茂
大
橋
・
七
条

大
橋
の
み
が
残
り
ま
し
た
。
こ
の
洪

水
は
死
傷
者
八
十
三
名
を
数
え
る
惨

事
と
な
り
ま
し
た
。
今
は
散
策
や
夕

涼
み
の
憩
い
の
場
所
に
な
っ
た
鴨
川

で
す
が
、
水
と
の
長
い
戦
い
の
歴
史

が
あ
り
ま
し
た
。

■
鴨
川
付
け
替
え
説

現
在
高
野
川
と
鴨
（
賀
茂
）
川
と
は
今
出
川
出
町
附
近
で
合
流
し
て

た
か
の
が
わ

Ｙ
字
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
京
都
盆
地
が
東
北
に
高
く
西
南

に
低
い
と
い
う
地
形
を
考
え
る
と
人
為
的
に
流
路
を
変
更
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
推
測
が
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
大
規
模
な
工
事
を
す
る

の
だ
っ
た
ら
、
造
都
時
を
お
い
て
ほ
か
に
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
現
在
堀
川
と
し
て
京
都
の
ほ
ぼ
中
央
を
流
れ
て
い
る
川
が
、
旧
鴨

川
の
本
流
で
、
こ
れ
が
都
城
建
設
過
程
で
高
野
川
に
合
流
さ
せ
ら
れ
、

鴨
川
に
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
す
。

平
安
京
の
真
ん
中
を
流
れ
る
河
川
を
京
外
に
付
け
替
え
る
の
は
、
自

然
の
流
れ
に
逆
ら
っ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
う
し
て
で
き
た
鴨
川

に
は
洪
水
被
害
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
今
で

は
、
早
く
か
ら
流
路
は
現
状
と
大
差
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
、
付
け
替

え
説
は
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
鴨
川
の
源
流

北
区
雲
ケ
畑
町
桟
敷
嶽
附
近
の
山
中

鴨
川
の
源
流
は
、
京
都
府
北
区
雲
ヶ
畑

く
も
が
は
た

の
桟
敷
嶽
附
近
に
発
し
ま
す
。
出
町
附
近

さ
じ
き
が
だ
け

の
高
野
川
と
の
合
流
点
か
ら
水
源
ま
で
の

距
離
は
約
十
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
。
水

源
近
く
ま
で
行
く
に
は
、
京
都
バ
ス
「
雲

ヶ
畑
岩
屋
橋
」
行
き
（
出
町
柳
発
）
が
あ

り
ま
す
。

■
鴨
川
と
高
野
川
の
合
流
地
点

鴨
（
賀
茂
）
川
・
高
野
川
の
合
流
す
る
Ｙ
字
形
の
三
角
形
の
地
に
は

下
鴨
神
社
の
糺
の
森
の
緑
が
あ
り
、
両
川
と
と
も
に
美
し
い
景
観
を

た
だ
す

つ
く
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
所
を
俗
に
「
剣
先
」
と
い
う
の
は
、
二
つ

け
ん
さ
き

昭和10年洪水時の鴨川。三条大橋
下流から北を望む。

雲ケ畑の鴨川最上流
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の
川
の
間
の
Ｙ
字
を
刀
の
先
端
に
見

た
て
た
か
ら
で
す
。

そ
の
合
流
点
よ
り
上
流
を
「
賀
茂

川

、
下
流
を
「
鴨
川
」
と
現
在
は

」
表
記
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
は
そ

う
い
う
区
別
は
み
ら
れ
ず
、
上
流
を

「
鴨
川

、
下
流
を
「
賀
茂
川

「
加

」

」

茂
川
」
と
書
く
例
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

■
桂
川
と
の
合
流
点

高
野
川
と
合
流
し
た
後
は
、
南
方
に
流
路
を
変
え
、
四
条
附
近
で
白

川
、
最
下
流
部
で
堀
川
・
西
高
瀬
川
を
合
わ
せ
て
、
伏
見
区
下
鳥
羽
下

向
島
町
で
桂
川
に
合
流
し
ま
す
。

■
山
紫
水
明
処

上
京
区
東
三
本
木
通
丸
太
町
上
る

さ
ん
し
す
い
め
い
し
よ

丸
太
町
橋
に
立
っ
て
、
西
北
の
鴨
川
畔
に
眼
を
や
る
と
藁
屋
根
で

わ
ら

入
母
屋
造
の
建
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
山
紫
水
明
処
で
、
文
化
文
政

い
り
も
や
づ
く
り

時
代
の
儒
学
者
頼
山
陽
（
一
七
八
〇
～
一
八
三
二
）
の
晩
年
の
居
宅
で

ら
い
さ
ん
よ
う

あ
っ
た
水
西
荘
に
附
属
し
た
一
棟
の
書
斎

す
い
せ
い
そ
う

で
す
。

「
山
は
紫
に
し
て
水

明

し
」
と
い
う

あ
き
ら
か

名
前
は
、
京
都
の
特
質
と
い
う
べ
き
、
鴨

川
と
東
山
の
美
し
さ
を
言
い
表
し
て
い
る

言
葉
で
、
現
在
も
京
都
の
形
容
と
し
て
盛

ん
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
す
。
こ
の
地
が

鴨
川
を
目
の
前
に
し
、
東
山
を
遠
望
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
名
付

け
ら
れ
ま
し
た
。
国
指
定
史
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
、
限
定
公
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
こ
で
『
日
本
外
史
』
等
が
書
か
れ
ま
し
た
。

に
ほ
ん
が
い
し

■
目
疾
地
蔵

東
山
区
四
条
通
大
和
大
路
東
入

め
や
み

四
条
通
、
鴨
川
東
に
あ
る
仲
源
寺
の
本
尊
。
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
安
貞

ち
ゆ
う
げ
ん
じ

二
（
一
二
二
八
）
年
八
月
の
洪
水
の
際
、
防
鴨
河
使
の
勢
多
為
兼
が
地

ぼ

う

が

し

せ
た
た
め
か
ね

蔵
菩
薩
の
お
告
げ
で
治
水
に
成
功
し
た
の
で
、
こ
れ
を
安
置
し
て
雨
止

あ
め
や
み

地
蔵
と
名
付
け
ま
し
た
。
の
ち
に
転
じ
て
目
疾
地
蔵
に
な
り
、
眼
病
を

め
や
み

癒
す
地
蔵
尊
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
と
い
い
ま
す

「
畔
の
地
蔵
」
と
も

。
く
ろ

い
わ
れ
、
四
条
橋
の
東
北
辺
り
に
あ
り
ま
し
た
が
、
秀
吉
の
命
令
で
現

在
地
に
移
っ
た
と
い
い
ま
す
。

。賀茂川(左)と高野川(右)の合流点
中央が糺の森


