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サントリーニ島の印象 絵・文　谷村 仲一（西京）　　油彩　80M（145.5㎝×89.4㎝）

サントリーニ島
　エーゲ海のほぼ中央に点在するキクラデス諸島。中
でも「世界で一番美しい島」と言われるサントリーニ
島。300mの断崖絶壁に囲まれた火山島で、船で近づ
くと九十九折りの道を登るバスが見えます。ロバタク
シーやロープウエイもあり古代遺跡もありますが、崖

上のフィラの街から特産品のワイン（白の辛口）片手
に潮風に吹かれながら海を眺めるのが最高です。強い
日差しをはね返すため、雑菌から街を守るため、家の
壁や石の塀までとにかく漆喰で真っ白に塗られた街。
ブルードームが見えるテラスからの白い家並み、断崖
そして紺碧の海の眺望が印象的でした。

　
Ｆ
さ
ん
は
ま
じ
め
な
人
だ
っ
た
。
い
つ
も

白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
で
猪
首
に
紐
ネ
ク
タ
イ

だ
っ
た
。
本
人
い
わ
く
ネ
ク
タ
イ
だ
と
先
生

が
診
察
し
づ
ら
い
、
し
か
し
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ

だ
と
無
礼
と
勘
案
結
果
の
服
装
と
の
こ
と
。

定
年
ま
で
警
察
官
。
名
前
を
呼
ば
れ
て
入
室

す
る
と
ピ
ッ
タ
リ
足
を
揃
え
、「
本
日
は
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
」
と
80
度
で

お
礼
を
し
て
座
る
。
出
室
の
時
は
「
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
80
度
で
お
礼
を
し

て
去
っ
て
行
っ
た
。

　
初
め
て
会
っ
て
か
ら
2
カ
月
後
、
末
期
肺

が
ん
が
見
つ
か
り
Ｆ
さ
ん
は
在
宅
療
養
と

な
っ
た
。
ご
自
宅
玄
関
に
は
Ｆ
さ
ん
ら
し
い

爽
や
か
な
檸
檬
の
日
本
画
が
飾
ら
れ
て
い

た
。SpO

2

80
台
と
な
っ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
私
が
往
診
す
る
と
ベ
ッ
ド
か
ら

よ
ろ
よ
ろ
立
ち
上
が
り
ピ
ッ
タ
リ
足
を
揃

え
、「
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
お
呼
び
立
て
い

た
し
ま
し
て
恐
縮
で
す
」
と
80
度
で
お
礼
を

し
て
…
ふ
ら
ふ
ら
直
立
で
あ
っ
た
。
い
よ
い

よ
命
が
危
う
く
な
っ
て
、
往
診
す
る
と
い
つ

も
あ
い
さ
つ
し
よ
う
と
体
を
よ
じ
り
、
そ
れ

で
も
立
ち
上
が
れ
ず
最
終
的
に
「
申
し
訳
な

い
。
ご
あ
い
さ
つ
も
満
足
に
で
き
ず
」
と
心

の
こ
も
っ
た
お
詫
び
の
言
葉
か
ら
診
察
が
始

ま
っ
た
。
静
か
に
亡
く
な
ら
れ
た
時
は
た
だ

視
界
が
滲
み
、
残
さ
れ
た
奥
さ
ま
の
お
世
話

を
き
ち
ん
と
し
よ
う
と
思
っ
た
。

　
Ｏ
さ
ん
は
末
期
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
で
寝
た

き
り
。
旦
那
さ
ま
の
献
身
的
介
護
の
お
か
げ

で
何
度
も
亡
く
な
り
そ
う
に
な
っ
て
は
助
か

る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
最
期
の
時
、

東
京
か
ら
駆
け
つ
け
た
娘
さ
ん
や
お
孫
さ
ん

に
見
守
ら
れ
て
Ｏ
さ
ん
は
旅
立
た
れ
た
。

　
訪
問
看
護
師
か
ら
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
と

電
話
が
入
り
、
20
分
後
に
私
が
お
宅
に
到

着
。
私
と
旦
那
さ
ま
は
度
重
な
る
訪
問
診
療

の
中
で
何
度
も
治
療
方
針
を
話
し
合
い
関
係

は
良
好
だ
っ
た
（
と
私
は
思
っ
て
い
た
）

上
、
亡
く
な
る
べ
く
し
て
亡
く
な
っ
た
症
例

の
た
め
、
私
は
聴
診
器
と
ペ
ン
ラ
イ
ト
を
取

り
出
し
、
い
つ
も
の
よ
う
に
在
宅
看
取
り
の

死
亡
確
認
を
行
っ
た
。

　
「
ご
永
眠
さ
れ
ま
し
た
」

　
そ
の
言
葉
を
告
げ
た
時
、
旦
那
さ
ま
は
ひ

ど
く
驚
い
て
そ
し
て
怒
気
を
帯
び
た
調
子
で

「
え
ぇ
?!
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
か
！
」
と

仰
っ
た
。
そ
し
て
短
い
沈
黙
の
後
、「
そ
う

で
す
か
…
や
え
先
生
が
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
ん

な
ら
…
分
か
り
ま
し
た
…
」
と
男
泣
き
に
泣

き
始
め
た
。
そ
の
時
、
初
め
て
妻
の
死
を
自

覚
し
た
ご
様
子
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
い
や
い

や
‼ 　
亡
く
な
っ
と
る
に
決
ま
っ
て
る
で

し
ょ
‼ 　
看
護
師
さ
ん
も
そ
う
言
っ
て
た

で
し
ょ
！　
家
族
一
同
そ
う
思
っ
て
た
で

し
ょ
‼ 　
と
い
う
私
の
心
の
叫
び
は
置
い

て
お
い
て
、
死
亡
確
認
っ
て
ポ
ー
ズ
で
や
る

も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
…
そ
ん
な
大
事
な
も
の

だ
っ
た
ん
だ
…
そ
し
て
ア
タ
シ
の
こ
と
を
そ

ん
な
に
信
頼
し
て
た
ん
や
…
と
あ
の
日
、
自

分
の
仕
事
の
責
任
の
重
さ
を
思
い
知
っ
た
。

中
嶋
弥
恵

（
宇
治
久
世
）

在
宅
診
療
―
忘
れ
ら
れ
な
い
患
者
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協会サイト：https://healthnet.jp（会員専用ログイン ID：kyohoi  パスワード：soud@nsiyou!）　　アミスサイト：https://amis.kyoto

会
員
投
稿

（
2
〜
5
面
）

京
都
を
知
ろ
う
医
史
編

（
6
面
）



　
還
暦
を
大
幅
に
過
ぎ
て
か

ら
開
業
し
た
の
で
、
開
業
し

て
ま
だ
13
年
半
。
過
日
、
め

で
た
く
？　
後
期
高
齢
者
の

仲
間
に
入
れ
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。
同
級
生
は
す
で
に
開
業

し
て
30
〜
35
年
と
い
う
方
が

大
半
で
、
店
仕
舞
い
し
た
り

閉
院
の
準
備
に
余
念
の
な
い

方
も
多
い
よ
う
だ
。
私
も
最

近
は
専
門
分
野
の
症
例
が
少

な
く
な
り
、
開
業
の
曲
が
り

角
か
な
と
思
う
こ
と
も
増
え

て
き
た
が
、
婦
人
科
専
門
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
な
お
し

つ
こ
く
婦
人
科
診
療
を
続
け

て
い
る
。

　
私
の
診
療
机
に
は
デ
ス
ク

ト
ッ
プ
の
パ
ソ
コ
ン
の
左
側

に
木
製
の
印
鑑
入
れ
二
つ
と

右
側
に
も
斜
め
に
傾
い
た
木

製
の
印
鑑
入
れ
が
鎮
座
し

て
、
中
に
入
っ
て
い
る
印
鑑

が
私
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る

の
を
待
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

し
て
も
医
療
Ｄ
Ｘ
の
時
代
に

今
時
印
鑑
を
使
う
医
師
が
ま

だ
現
役
で
働
い
て
い
る
（
今

の
仕
事
の
内
容
が
現
役
で
あ

れ
ば
の
話
だ
が
）
の
を
想
像

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
最
近
は

使
用
す
る
印
鑑
が
増
え
過
ぎ

た
か
ら
な
の
か
、
私
の
視
力

が
落
ち
た
か
ら
な
の
か
、
な

か
な
か
目
指
す
印
鑑
を
取
り

出
せ
な
く
な
っ
て
き
た
。
呼

ん
だ
ら
印
鑑
入
れ
か
ら
飛
び

出
し
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に

と
思
う
こ
の
頃
で
あ
る
。

　
私
も
高
齢
に
な
り
、
近
く

の
総
合
病
院
の
さ
ま
ざ
ま
な

診
療
科
に
お
世
話
に
な
る
こ

と
が
増
え
て
き
た
が
、
診
て

い
た
だ
く
先
生
方
は
当
然
の

ご
と
く
私
よ
り
若
く
、
そ
の

日
の
診
療
録
や
処
方
を
キ
ー

ボ
ー
ド
か
ら
電
子
カ
ル
テ
に

打
ち
込
ん
で
い
く
。

　
私
も
実
は
勤
務
医
の
後
半

の
辺
で
電
子
カ
ル
テ
必
須
の

病
院
に
勤
め
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
使
え

な
い
の
が
何
と
も
歯
が
ゆ
く

嫌
で
嫌
で
た
ま
ら
な
か
っ
た

思
い
出
が
あ
る
。
や
は
り
私

と
し
て
は
書
く
こ
と
で
記
憶

に
定
着
（
む
ろ
ん
、
定
着
し

な
い
こ
と
も
あ
る
が
）
す
る

確
率
が
増
え
る
。
キ
ー
を

タ
ッ
チ
し
て
電
子
カ
ル
テ
に

記
入
し
た
と
こ
ろ
で
海
馬
を

刺
激
し
な
い
よ
う
だ
。
一

方
、
む
ろ
ん
若
い
世
代
は
逆

に
紙
カ
ル
テ
に
ボ
ー
ル
ペ
ン

で
記
入
し
た
こ
と
す
ら
な
い

だ
ろ
う
が
。
さ
ら
に
大
事
な

と
こ
ろ
に
は
紅べ

に
色
の
赤
鉛
筆

で
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
強
く

引
く
楽
し
い
作
業
も
残
っ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
紅

色
の
赤
鉛
筆
を
探
す
の
が
現

代
で
は
至
難
の
業
な
の
だ

が
。
見
つ
け
た
ら
買
い
占
め

て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

（
笑
）。

　
と
い
う
わ
け
で
、
私
の
診

察
机
周
囲
に
は
天
然
記
念
物

だ
ら
け
な
の
で
あ
る
。
印
鑑

入
れ
に
格
納
さ
れ
て
い
る
印

鑑
に
は
検
査
、
処
置
、
ホ
ル

モ
ン
剤
が
多
い
の
だ
が
厄
介

な
の
は
漢
方
薬
だ
。
と
に
か

く
文
字
数
が
多
く
、
結
果
と

し
て
印
鑑
の
サ
イ
ズ
が
小
さ

く
同
じ
よ
う
な
名
前
の
も
の

も
あ
り
間
違
え
や
す
い
。
そ

れ
か
ら
印
肉
も
重
要
な
グ
ッ

ズ
だ
。
印
鑑
の
文
字
の
隙
間

に
印
肉
が
挟
み
込
ま
れ
、
押

し
た
印
鑑
の
文
字
が
不
明
瞭

に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
な
り
に
不
定
期
に

印
鑑
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
必

要
で
あ
る
が
、
糸
よ
う
じ
や

ア
ル
コ
ー
ル
を
含
ま
せ
た

テ
ィ
ッ
シ
ュ
で
拭
っ
て
文
字

を
鮮
明
に
す
る
。
ま
さ
に
こ

の
作
業
は
印
鑑
供
養
と
も
呼

ん
で
お
き
た
い
。

　
今
度
6
月
に
恒
例
の
近
畿

産
科
婦
人
科
学
会
の
春
季
大

会
が
奈
良
で
実
施
さ
れ
る
の

で
新
し
い
印
鑑
入
れ
（
印
鑑

立
て
と
も
言
う
ら
し
い
）
を

新
調
し
た
い
。
近
鉄
で
あ
れ

Ｊ
Ｒ
で
あ
れ
奈
良
駅
に
降
り

立
っ
た
と
こ
ろ
、
墨
や
墨
汁

の
匂
い
に
包
ま
れ
る
の
で
印

鑑
入
れ
も
独
創
的
な
も
の
が

あ
る
の
で
は
と
期
待
し
て
い

る
の
だ
。

阿
部
　
純
（
宇
治
久
世
）

診察室の必需品

診
療
机
に
鎮
座
す
る
木
製
の
印
鑑
入
れ

あ
べ

じ
ゅ
ん
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　京都府下で働いていた時、夜の駐車場で同僚が慌てて走って来ました。「誰

か用水路に落ちている！」慌てて駆けつけてみるとおじいさんが転落して動け

なくなっています。幸い水が少なかったので溺れてはいませんが足を痛がって

動けません。慌てて助け起こし救急車を呼びました。

　奇遇にも、後日この方と奥さまに再会することになります。徘徊で何度もこ

のような事故にあっているそうです。「大変ですね」と奥さまに声を掛けたら

「とても優しいいい人だったんです。だから私が元気なうちは、ね」と微笑ま

れました。

　その経験をもとに作った歌です。近くの岩倉川でしばしば見かける鴨のつが

いの様子を撮りためたものをつなげてあわせてみました。 小林　充（左京）

伴侶へ 作詞・作曲　小林　充

あなた優しい人だっ
たから

今度は私が支える番
よね

帰る帰るときかない
あなたへ

そうね、帰ろ、と微
笑む

少し歩いて気づいて
欲しい

いつも弾いてたギタ
ーはここよ

ここがふたりで帰る
場所なの

あなた一人にはしな
い

決して先には逝くま
い

いつも教えられた

本当の言葉

すべて受け入れ寄り
添って歩く

僕にもできることだ
ろうか

それほど深く愛せる
かな

たとえ記憶が失われ
ても

心が生きていること
を知ってる

君の気持が和むころ
まで

時をさかのぼろうか

星の瞬くあの空の下

ふたり歌えばあの日
へ帰る

僕の名前を呼べなく
なっても

出会う前に戻っただ
け

♪  You can listen h
ere.



　北野天満宮の西南に位置する場所で
開業してから四半世紀が経過した。以
前から地元の歴史に興味があり、散歩
しながら昔の地域の姿を想像すること
がある。NHKの大河ドラマ ｢光る君
へ｣ が放映されていることもあり、今
年はなおさら関心を持つことになっ
た。
　かつて豊臣秀吉が築いた御土居のラ
イン上（北野天満宮の敷地内にある御
土居に連続して）に当院がある。図に
示した通り、南に辿って行くとなぜか
弘誓寺のところで西の方向に直角に向
きを変え、北野中学校の敷地内に遺る
御土居へと続く。御土居のラインは、
そこから南へと直線的に続き、円町の
交差点から見ると南西に位置する朱八
会館のところで東に折れて再び紙屋川
の東側まで戻る。
　この ｢御土居の袖｣ がなぜ造られた
のか？　『御土居堀ものがたり』によ
ると四つの説があるという。詳細は割
愛するが、この付近では下立売通（現
在は妙心寺道）に面した辺りだけが街
区を形成していたとする説を支持した
い。ではなぜこの辺りだけが街区を形
成していたのか？
　小生は歴史学者ではなく単に地域の
歴史に興味を持つ一私人に過ぎない
が、御土居の袖の北側部分は西京神人
の居住地であったことが深く関与して
いるものと推測する。惜しくも2018年
に解体された川井家住宅（室町時代か
ら存続）は紙屋川の西に隣接してい
た。信長と秀吉の時代を200年程遡る
室町時代の特に足利義満の治世におい
て、西京神人（川井家はその末裔）は
酒作りの酒麹役という税が免除される
独占的な特権が与えられていた。すな
わち、麹売買を通じて得られた利益の
一部を神役として北野天満宮に納め、
西京に居住することを室町幕府によっ
て確定されていた。その当時に経済活
動が隆盛しかつ持続して街区を形成し
ていたのは至極当然であると考える。
さらに藤原摂関家に近い立場となった
豊臣氏としては、北野天満宮の膝下領
である地域は御霊信仰の影響を受けて
洛中に組み入れたものと推定できる。
事実、御土居堀に相当する土地の対価
（西院村二九石四斗四升）を西京神人に
遣わすという古文書も現存している。
　紙面の都合上、根拠を十分には言及
できないが、その街区が形成されてい
た地域が中保町という地名として遺さ
れていることが一つの証拠である。こ
の ｢保｣ とは条坊制や国衙領の単位と
して現われるものとは異なり、神社や
領民を神人として組織し､ 神人にさま
ざまな役を賦課するために設定した領
域単位を指している。「中保」とは西
京神人の居住地であることを明確に示
す名称である。機会があれば、陰陽道
と御霊信仰の見地から謎解きに迫りた
いと考えている。

　
最
近
、
米
国
大
リ
ー
グ
・
ド

ジ
ャ
ー
ズ
の
大
谷
翔
平
選
手
が
、

通
訳
で
付
き
人
の
水
原
一
平
氏
に

口
座
か
ら
約
24
億
円
超
を
詐
取
さ

れ
る
事
件
が
あ
っ
た
。
水
原
氏
は

ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
症
で
、
多
額
の

借
金
が
か
さ
ん
で
い
た
と
の
こ

と
。
恐
ろ
し
げ
な
話
で
あ
る
。

2
0
1
9
年
8
月
「
ハ
マ
の
ド

ン
」
こ
と
藤
木
幸
夫
氏
は
御
年
91

歳
な
が
ら
、
横
浜
港
は
山
下
埠
頭

へ
の
カ
ジ
ノ
誘
致
を
阻
止
す
べ
く

立
ち
上
が
っ
た
。
氏
は
地
元
財
界

人
に
顔
が
効
き
、
歴
代
総
理
経
験

者
や
自
民
党
幹
部
と
の
人
脈
が
あ

り
、
叩
き
上
げ
で
隠
然
た
る
政
治

力
を
持
つ
と
さ
れ
る
保
守
重
鎮
の

一
人
で
あ
る
。

　
「
カ
ジ
ノ
は
儲
か
る
。
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
も
マ
カ
オ
も
盛
ん
で
、
横

浜
市
で
も
財
政
が
う
ん
と
豊
か
に

な
る
」
と
方
々
か
ら
頼
ま
れ
、
氏

も
当
初
は
誘
致
推
進
派
で
あ
っ

た
。
し
か
し
2
0
1
4
年
以
降
、

広
く
勉
強
会
を
立
ち
上
げ
、
横
浜

で
Ｉ
Ｒ（Integrated

Resort

：

カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト

施
設
）
導
入
に
向
け
た
背
景
、
海

外
事
情
、
経
済
的
課
題
を
調
査
・

研
究
し
、「
Ｉ
Ｒ
で
は
投
資
・
運

営
す
る
海
外
企
業
が
そ
の
収
益
の

多
く
を
持
っ
て
行
き
、
地
元
へ
の

利
益
還
元
が
見
込
め
ぬ
企
業
戦
略

と
判
っ
た
の
で
、
反
対
」
意
見
と

な
り
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ク
ル
ー
ズ
等

の
代
替
え
提
案
も
し
た
。
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
が
撮
ら
れ
、
記

録
本
も
あ
る
。

　
氏
は
沖
仲
仕
と
し
て
も
働
き
、

飯
を
食
ら
い
家
族
を
養
い
、
こ
こ

で
は
「
仕
事
で
は
汗
を
流
す
だ
け

で
な
く
、
血
を
流
す
者
も
出
た
」

「
訳
も
分
か
ら
ぬ
、
苦
労
も
知
ら

な
い
、
人
様
の
た
め
に
働
い
た
こ

と
も
な
い
、
自
分
だ
け
よ
け
れ
ば

と
い
う
奴
ら
に
金
に
飽
か
せ
て
こ

こ
に
来
ら
れ
、
博
打
打
っ
て
酒
食

ら
っ
て
帰
ら
れ
た
ん
で
は
、
こ
こ

で
働
い
た
人
に
申
し
訳
な
い
」

「
カ
ジ
ノ
は
要
す
る
に
博
打
だ
。

博
打
で
本
人
は
お
け
ら
（
ギ
ャ
ン

ブ
ル
依
存
症
等
）
に
な
り
、
家
族

が
崩
壊
し
、
夫
婦
別
れ
が
起
き
、

親
子
別
れ
が
起
き
る
」「
こ
こ
で

は
賭
博
は
や
ら
せ
な
い
」
と
反
対

へ
と
舵
を
切
っ
た
。

　
全
米
で
カ
ジ
ノ
を
約
30
件
設
計

し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
の
村
尾

武
洋
氏
は
氏
の
言
葉
に
打
た
れ
、

横
浜
で
の
記
者
会
見
で
負
の
実
態

を
公
に
し
た
。

2
0
1
6
年
12
月
カ
ジ
ノ
解
禁

法
が
成
立
し
た
。
翌
年
7
月
、
政

府
中
枢
か
ら
の
要
請
も
あ
っ
て
Ｉ

Ｒ
検
討
を
開
始
し
て
い
た
林
文
子

市
長
が
「
Ｉ
Ｒ
白
紙
」
を
約
し
て

3
期
目
当
選
し
、
さ
ら
に
そ
の
翌

年
7
月
に
「
カ
ジ
ノ
実
施
法
」
が

成
立
し
、
刑
法
の
賭
博
罪
か
ら
外

さ
れ
た
。
林
市
長
は
8
月
に
「
Ｉ

Ｒ
白
紙
」
を
撤
回
し
、
市
民
へ
は

そ
の
十
分
な
説
明
は
な
く
、
Ｉ
Ｒ

に
よ
る
年
間
増
収
効
果
の
額
を
カ

ジ
ノ
業
者
側
か
ら
の
提
示
そ
の
ま

ま
に
使
用
し
、
市
側
の
検
証
も
示

せ
ず
、
不
信
を
残
し
て
年
が
暮
れ

た
。
翌
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
蔓
延
し
、
外
出
抑
制

等
の
三
密
回
避
も
あ
り
、
カ
ジ
ノ

事
業
者
の
撤
退
が
始
ま
っ
て
い

た
。

　
市
長
の
任
期
切
れ
間
近
の
2
0

2
0
年
8
月
8
日
に
市
長
選
が
告

示
さ
れ
、
林
市
長
は
4
選
出
馬
を

表
明
し
た
。
菅
内
閣
閣
僚
の
小
此

木
八
郎
氏
が
国
家
公
安
委
員
長
を

辞
任
し
、「
Ｉ
Ｒ
撤
回
」
を
公
約

に
出
馬
し
て
、
菅
総
理
は
全
面
支

援
を
表
明
。
藤
木
氏
は
「
主
役
は

横
浜
市
民
、
俺
は
脇
役
」
と
、
住

民
投
票
の
署
名
19
万
余
筆
を
集
め

て
頑
張
っ
た
無
党
派
市
民
の
会
と

連
携
し
て
、
選
定
を
依
頼
し
た
立

憲
民
主
党
が
推
す
横
浜
市
立
大
学

医
学
部
教
授
の
山
中
竹
春
氏
を
説

得
し
、
資
金
準
備
の
上
で
支
援
し

た
。
山
中
氏
は
50
万
票
以
上
を
獲

得
し
て
当
選
し
、
翌
月
Ｉ
Ｒ
誘
致

が
撤
回
さ
れ
た
。

　
詳
細
は
映
画
お
よ
び
本
書
を
ご

参
照
下
さ
い
。

御土居の袖の謎 中　康匡（西陣）

御土居の西側の平安京の近衛大路の北側か
ら大炊御門大路の南側だけが凸型に張出し
ているため御土居の袖と呼ばれている。
（『地理から見た信長・秀吉・家康の戦略』
［足利健亮・著、株式会社吉川弘文館発行、
2016年］99頁第５図「お土居」より転載、
赤枠は筆者が追記）

現在の地図上での御土居の袖
（北野中学校、弘誓寺、川井
家住宅跡も中保町内にある）

北野天満宮敷地図（御土居と北野天満宮の
両者の形状に類似点があるのは陰陽道の影
響によると考えられる）

北門

桜門絵馬所

社
務
所

宝
物
殿

紙
屋
川

御
本
殿

東
門

当院の位置

宇
田
憲
司
（
宇
治
久
世
）　
　「
こ
こ
で
は
賭
博
は
や
ら
せ
な
い
」
反
対
へ
の
舵
を
切
る

JR円町駅

北野白梅町駅 西
大
路
通

嵐電北野線

北野中学校 弘誓寺

今出川通

島津アリーナ
京都

丸太町通

御土居の
ライン
御土居の
ライン

川井家住宅跡川井家住宅跡

卍

紙屋川

御
土
居
の
袖

『御土居堀ものがたり』（中村武生著、京都新聞出版センター、2008年）、『日本中世の民衆世界―西京神
人の千年』（三枝暁子著、岩波書店、2022年）参考資料

Cinema
&
Book

私のすすめる
my favorite

『ハマのドン
横浜カジノ阻止をめぐる闘いの記録』
松原 文枝・著
株式会社集英社発行
2023年５月22日
1,056円（税込）

2 0 2 4 年 (令和 6年) 8 月 2 5 日 第 3 1 7 6 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月10日･25日発行



　
私
が
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
の

は
中
学
3
年
生
の
夏
休
み
（
1

9
8
6
年
7
月
24
日
）で
し
た
。

本
を
開
く
な
り
「
生
き
る
こ

と
」
の
言
葉
が
目
に
入
っ
た
時

は
衝
撃
で
し
た
。
14
歳
の
私
に

は
そ
れ
ま
で
生
き
る
こ
と
に
つ

い
て
真
摯
に
考
え
た
こ
と
が
一

度
も
な
か
っ
た
の
で
、
洗
礼
と

も
言
え
る
衝
撃
で
し
た
。
こ
の

衝
撃
は
38
年
経
っ
た
今
で
も
鮮

明
に
覚
え
て
い
ま
す
。
砂
の
城

を
読
ん
だ
そ
の
日
の
風
景
、
天

気
、
景
色
、
風
音
、
香
り
、
家

族
、
友
人
、
先
生
、
全
て
が
鮮

や
か
に
記
憶
に
残
っ
て
い
ま

す
。
52
歳
の
今
と
な
っ
て
思
い

返
す
と
、
14
歳
の
私
が
「
生
き

る
こ
と
」
の
尊
さ
を
知
る
に
は

あ
ま
り
に
も
未
熟
で
あ
り
「
生

き
る
こ
と
の
重
み
」
を
知
る
こ

と
に
な
る
の
は
ず
っ
と
後
に

な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
っ
た
と

し
み
じ
み
思
い
ま
す
。
砂
の
城

か
ら
受
け
た
衝
撃
は
人
生
の
教

え
と
な
っ
て
今
の
私
の
心
に
深

く
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
数
年
前
、
テ
レ
ビ
番
組
で
中

　
初
秋
の
頃
、
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ

（
紫
式
部
）と
い
う
名
の
シ
ソ
科
の
低

木
は
宝
石
の
よ
う
な
艶
や
か
な
紫
色

の
実
を
つ
け
る
。
知
性
と
美
し
さ
を

兼
ね
備
え
た
平
安
時
代
の
女
性
作
家

「
紫
式
部
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
な
ぞ
ら

え
、
こ
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
た
よ
う

だ
。
秋
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
葉
は
徐

々
に
黄
色
く
色
づ
き
、
紫
色
の
実
は

余
計
に
人
目
を
引
く
よ
う
に
な
る
。

付
け
ら
れ
た
英
名
はJapanese

beautyberry

。
気
品
と
美
の

紫
だ
。

　
現
在
放
送
中
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ

マ
「
光
る
君
へ
」
で
は
紫
式
部
の
半

生
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
4
回
放
送

で
女
優
の
吉
高
由
里
子
さ
ん
演
じ
る

主
人
公
の
「
ま
ひ
ろ
」（
紫
式
部
）

が
十
二
単
を
身
に
ま
と
い
舞
っ
た
美

し
い
雅
楽
「
五ご

せ
ち
の
ま
い

節
舞
」
は
平
安
時
代

に
現
在
の
形
に
な
り
、
一
時
期
す
た

れ
た
が
再
興
さ
れ
、
今
の
天
皇
陛
下

即
位
の
際
に
も
披
露
さ
れ
た
。
い
に

し
え
の
美
し
さ
は
時
を
超
え
、
今
な

お
人
々
を
魅
了
す
る
。

　
紫
式
部
が
著
し
た
「
源
氏
物
語
」

は
繊
細
な
心
理
描
写
に
よ
り
、
日
本

最
高
峰
の
古
典
文
学
と
称
賛
さ
れ
て

生
き
る
こ
と
︙
14
歳
の
衝
撃

　私にとっての名著とは遠藤周作（1923－1996）の「砂
の城」（1976年刊行）です。1970（昭和45）年頃を時代
設定とするこの小説は長崎の高校に通う主人公の少女
が16歳の誕生日に亡き母からの手紙を受け取るシーン
から始まります。主人公が２歳の時に結核で亡くなっ
た母は、16歳の誕生日に渡すようにと夫（主人公の父）
に託していたのです。多感な時期を戦時中に過ごした
母は、美しいものは決して消えないことをしみじみ感

じたと手紙に書き記し、「美しいもの、善いものへのあ
こがれを失わないで生きていってほしい」という想い
を16歳になった娘へ書き残しました。主人公は母から
の手紙を受け取った16歳の誕生日を一生忘れず、「決
して消えることのない美しいもの、善いものへあこが
れを持ち続ける」意味を友
人や先生との交友を通じて
追い求めていきます。

小説「砂の城」（遠藤周作）― 私にとっての名著 ―

砂の城
遠藤 周作 著

主婦の友社発行　1976年

ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
（
紫
式
部
）

い
る
。
同
じ
く
大
河
ド
ラ
マ
で

フ
ァ
ー
ス
ト
サ
マ
ー
ウ
イ
カ
さ
ん
演

じ
る
清
少
納
言
の
「
枕
草
子
」
も
、

世
界
最
古
の
エ
ッ
セ
イ
文
学
と
し
て

の
評
価
が
高
い
。
ど
ち
ら
も
美
的
セ

ン
ス
が
光
っ
て
い
る
。

　
か
つ
て
英
国
で
は
、
自
国
の
文
化

遺
産
で
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
戯

曲
を
世
界
最
高
の
文
学
作
品
で
あ
る

と
多
く
の
人
が
考
え
て
い
た
。
特
に

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
高
く
評

価
し
た
20
世
紀
初
頭
の
英
国
詩
人
、

Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
は
、「（
植
民

地
と
し
て
の
）
イ
ン
ド
を
失
っ
て
も

構
わ
な
い
。
し
か
し
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
を
失
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

ま
で
述
べ
た
。

　
英
国
民
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作

品
を
世
界
最
高
の
文
学
作
品
で
あ
る

と
考
え
る
の
と
同
じ
理
由
で
、
私
た

ち
は
源
氏
物
語
や
枕
草
子
な
ど
の
古

典
文
学
を
世
界
最
高
の
作
品
と
評
価

す
る
こ
と
も
全
く
可
能
な
は
ず
だ
。

　
五
節
舞
や
古
典
文
学
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
美
意
識
の
他
に
、
わ
が
国
に

は
古
来
よ
り
、
困
っ
た
時
に
は
お
互

い
助
け
合
い
、
支
え
合
う
と
い
う
精

神
的
な
美
意
識
が
あ
る
。
医
療
、
介

護
な
ど
の
社
会
保
障
制
度
も
も
と
も

と
こ
の
美
意
識
に
基
づ
い
て
設
計
さ

れ
た
。

　
わ
が
国
特
有
の
伝
統
的
美
意
識

は
、文
学
、歴
史
、社
会
制
度
な
ど
精

神
文
化
の
中
に
今
な
お
息
づ
い
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
社
会
の
多

く
の
局
面
で
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
の
時
代
で
も
、
ど
の
よ
う

な
社
会
に
も
、
美
は
存
在
す
る
。
そ

し
て
美
し
さ
は
新
た
な
美
し
さ
を
触

発
す
る
。「
ま
ひ
ろ
」
の
舞
は
現
代

社
会
の
中
で
、
未
来
の
社
会
の
中

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
の
美
を
触
発

し
続
け
る
の
で
あ
る
。

岩田 啓史（右京）

辻
　
俊
明
（
西
陣
）

江藤 孝史（下京西部）

BellecôteBellecôte 3,417m3,417m（en France）（en France）

と
い
う
言
葉
を
青
春
期
の
中
江

さ
ん
自
身
が
目
指
し
て
い
る
も

の
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
焦

ら
ず
に
研
磨
し
続
け
る
こ
と
に

よ
り
安
定
し
た
自
分
の
位
置
に

到
達
し
う
る
と
い
う
一
つ
の
答

え
が
導
か
れ
た
と
話
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
ス
マ
ホ
が
普
及
し
た
現
代
、

紙
の
書
籍
が
減
っ
て
い
る
こ
と

を
私
は
寂
し
く
思
い
ま
す
。
14

歳
の
時
、
古
書
の
匂
い
の
す
る

本
を
手
に
取
り
1
ペ
ー
ジ
目
を

開
い
た
時
に
目
に
入
っ
た
言
葉

か
ら
衝
撃
を
受
け
る
経
験
を
し

た
私
に
と
っ
て
、
人
生
の
名
著

に
出
会
え
た
き
っ
か
け
を
与
え

て
く
れ
た
の
が
紙
の
書
籍
で
し

た
。
本
を
手
に
取
り
ペ
ー
ジ
を

開
く
こ
と
は
か
け
が
え
の
な
い

貴
重
な
人
生
体
験
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
砂
の
城
の
本

を
手
に
取
る
環
境
を
与
え
て
く

れ
た
両
親
家
族
に
も
本
当
に
感

謝
し
て
い
ま
す
。
名
著
に
出
会

う
経
験
を
積
ん
だ
後
、
今
で
も

週
末
に
な
る
と
本
屋
に
足
を
運

び
知
的
好
奇
心
を
駆
り
立
て
る

興
味
深
い
成
書
を
探
し
て
は
知

性
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

砂
の
城
の
教
え
を
忘
れ
ず
に
、

こ
れ
か
ら
も
成
書
を
通
じ
て
知

性
を
高
め
、
社
会
へ
貢
献
で
き

る
人
間
と
し
て
日
々
精
進
し
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

江
有
里
さ
ん
（
女

優
、
作
家
、
歌
手
）

が
こ
の
小
説
本
を
手

に
取
り
、「
美
し
い

も
の
は
か
な
ら
ず
消

え
な
い
」
と
い
う
言

葉
に
感
銘
を
受
け
た

と
話
さ
れ
て
い
る

シ
ー
ン
を
拝
見
し
ま

し
た
。
中
江
さ
ん
は

高
校
1
年
生
の
時
に

女
優
と
し
て
上
京
し

た
も
の
の
、
当
時
は

思
春
期
で
自
分
の
位

置
が
分
か
ら
ず
に
感

情
が
不
安
定
だ
っ
た

そ
う
で
す
。
砂
の
城

の
「
美
し
い
も
の
」

写
真
は
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
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昔からスキーが好きでし
たが、年を取り先がなく
なったので海外にスキー
へ行き出しました。フラ
ンスのサヴォア地方にあ
るラプラーニュスキー場
で写しました。
 （2024年１月）

写
真
は
今
年
2
月
の
京
都
マ

ラ
ソ
ン
。
タ
イ
ム
は
5
時
間

16
分
で
し
た



6
月
12
日
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー

ラ
ム
（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
）
が
ま
と
め
た
2

0
2
4
年
グ
ロ
ー
バ
ル
ジ
ェ
ン

ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
レ
ポ
ー
ト
が
発
表

さ
れ
、
男
女
格
差
の
達
成
率
を
比

べ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指

数
ラ
ン
キ
ン
グ
」
で
日
本
は
1
4

6
カ
国
中
1
1
8
位
で
し
た
。
分

野
別
で
見
る
と
、
教
育
や
医
療
へ

の
ア
ク
セ
ス
で
は
男
女
間
の
平
等

を
ほ
ぼ
達
成
し
て
い
る
の
で
す

が
、
政
治
分
野
で
は
1
1
3
位
、

経
済
分
野
で
は
男
女
の
賃
金
格
差

が
悪
化
し
て
1
2
0
位
で
し
た
。

こ
の
男
女
の
賃
金
格
差
問
題
に
関

し
て
は
2
0
2
2
年
の
女
性
活
躍

推
進
法
の
改
正
に
よ
り
常
時
雇
用

す
る
労
働
者
が
3
0
1
人
以
上
の

企
業
は
男
女
の
賃
金
の
差
異
を
公

表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
企
業
の
労

働
環
境
が
透
明
化
さ
れ
、
賃
金
格

差
の
解
消
が
促
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
て
い
た
の
で
す
が
、
ま
だ
ま

だ
成
果
は
得
ら
れ
な
い
状
況
の
よ

う
で
す
。
ま
ず
は
格
差
の
実
態
を

見
え
る
化
し
な
い
と
問
題
を
認
知

で
き
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。
国
に
は
さ
ら
な
る
対

策
の
強
化
に
早
急
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　
男
女
平
等
の
取
り
組
み
が
停
滞

し
て
い
る
の
は
医
療
の
世
界
で
も

同
様
で
す
。
2
0
2
3
年
の
厚
労

省
の
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査
を

基
に
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
が

調
査
・
分
析
し
た
結
果
、
女
性
医

師
の
平
均
賃
金
は
男
性
医
師
の
75

％
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
残
業
代
や
宿

日
直
手
当
な
ど
超
過
労
働
給
与
を

含
ま
な
い
所
定
内
給
与
と
賞
与
等

の
年
額
で
比
べ
て
も
女
性
は
男
性

よ
り
3
4
8
万
円
少
な
い
と
い

う
結
果
が
出
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
研
修
医
に
当
た
る
30
歳

未
満
で
も
な
ぜ
か
女
性
は
男
性
の

90
％
程
度
し
か
も
ら
っ
て
お
ら

ず
、
ス
タ
ー
ト
時
点
か
ら
説
明
で

き
な
い
男
女
賃
金
格
差
が
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　
な
ぜ
、
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

　
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
原
因
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
男
女

の
役
割
分
担
に
つ
い
て
の
社
会
通

念
、
習
慣
、
し
き
た
り
な
ど
が
根

強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て

も
う
一
つ
は
日
本
独
特
の
仕
事
優

先
の
考
え
方
が
あ
る
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
原
因

を
解
決
す
る
に
は
男
女
の
役
割
へ

の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
よ
う
な

意
識
改
革
が
必
要
で
す
。
大
ま
か

な
施
策
を
打
ち
出
す
だ
け
で
は
浸

透
し
に
く
い
の
で
、
ま
ず
は
管
理

職
に
対
す
る
研
修
や
指
導
、
働
く

人
た
ち
が
セ
ミ
ナ
ー
や
講
演
会
な

ど
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な

ぜ
男
女
平
等
が
必
要
な
の
か
と

い
っ
た
基
礎
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
男
女
の
区
別
な
く
働
け

る
環
境
づ
く
り
も
大
切
で
す
。
そ

れ
に
は
性
別
の
イ
メ
ー
ジ
に
引
っ

張
ら
れ
な
い
客
観
的
で
公
正
な
評

価
制
度
の
確
立
も
必
要
で
す
し
、

結
婚
や
育
児
な
ど
を
理
由
に
し
て

女
性
が
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
諦
め
な

い
よ
う
に
す
る
取
り
組
み
も
必
要

で
す
。
男
性
も
女
性
も
ま
ず
は
問

題
意
識
を
し
っ
か
り
持
つ
と
こ
ろ

か
ら
で
す
ね
。

　天竜浜名湖鉄道、通称、天浜線は静岡県の第三セクター鉄道で、昔は国
鉄二俣線として東海道線の迂回路としてブルートレインが走ったことがあ
ります。東海道本線の掛川駅から遠州を北東に向かい、天竜川上流の天竜
二俣駅を経て浜名湖の北を西へ、東海道本線新所原駅（湖西市）に至る
ローカル鉄道です。のどかな田園風景、茶畑、里山の中を一両の気動車が
トコトコ走ります。沿線（特に北浜名湖や天竜川）の風景は日本の旅情そ
のもの。古い木造駅舎（写真１）や二俣機関区をはじめとする国の登録有
形文化財の貴重な鉄道遺産が数多く残っている“鉄”の宝庫です。しか
も、個性的なお店を駅舎に誘致したり（写真２）、遺産でない駅舎をお洒
落にリノベートしたりして人気を博しています。
　始発ののぞみで名古屋に。ホームのきしめんで朝飯。こだまで掛川、掛
川から天浜線に乗り込みます。旧秋葉街道の名残を残す田園風景、遠州の
村や町の名残の光景を眺めて揺られていると、天竜二俣駅に到着します
（写真３）。ここぞ天浜線の要

かなめ

の駅。蒸機時代の機関車基地で現存する機関
区です。車庫や転車台など全てが文化財ですが現役で使用されています。
往時のまま残っている機関区の設備もろもろ、扇状車庫、鉄道マンの施設
を見学できる、レトロで大きな鉄道劇場です（写真４、５、６）。
 （2021年７月乗）
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村上 匡孝（綴喜）

礒
部
博
子
（
宇
治
久
世
）

女
性
医
師
の
賃
金
格
差

竹田 一徳（北丹）私のペット
ついに８歳の誕生日を迎えた我が家のチワワです。

まだまだ食欲旺盛。早朝深夜の出勤、帰宅時には

よく吠えます（笑）。

これからも元気でね。

見どころと鉄分満載 魅惑の地方鉄道

写真 1

写真 4

写真 5 写真 6

写真 2

写真 3

前 編天浜線私の旅行記私の旅行記



祖父の思い 心願かなえるため

　
「
水
越
医
院
の
こ
の
建
物
も
古

い
の
で
す
が
、
実
は
奥
に
あ
る
建

物
の
1
階
を
今
リ
フ
ォ
ー
ム
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
と
も
と
は

祖
父
が
建
て
た
医
院
で
当
時
の
写

真
が
こ
れ
で
す
」
と
文
和
医
師
が

写
真
を
取
り
出
し
た
（
写
真
1
）。

医
院
ビ
ル
の
棟
上
げ
か
ら
1
0
0
年
を
前
に

　
父
・
治
、
母
・
郁
子
は
京
都
府

立
医
科
大
学
、
京
都
府
立
女
子
医

学
専
門
学
部
出
身
で
と
も
に
耳
鼻

科
医
師
で
あ
っ
た
。
治
は
卒
業
後

も
大
学
に
残
り
、
耳
鼻
咽
喉
科
学

教
室
の
第
三
代
教
授
と
な
り
、
附

属
病
院
長
、
25
代
京
都
府
立
医
科

大
学
学
長
（
昭
和
54
年
4
月
〜
57

年
3
月
）、
日
本
学
術
会
議
委
員

な
ど
を
務
め
た
。
退
官
後
も
明
治

鍼
灸
大
学
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
女
子

大
学
の
学
長
を
務
め
る
な
ど
、
学

術
と
教
育
に
生
涯
を
捧
げ
た
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
日
本

は
女
子
学
生
を
受
け
入
れ
る
国
公

立
医
育
機
関
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
。
京
都
府
立
医
科
大
学
で
は
昭

　
平
成
9
（
1
9
9
7
）
年
に
文

和
医
師
が
3
代
目
と
し
て
医
院
を

継
い
だ
。「
水
越
医
院
を
継
ぎ
、

ず
っ
と
か
な
え
た
い
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
平
成
15
（
2
0
0
3
）

年
に
祖
父
の
医
院
ビ
ル
を
や
っ
と

買
い
戻
す
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
」。
約
60
年
ぶ
り
に
水
越
家
に

戻
っ
た
建
物
は
雨
漏
り
も
亀
裂
も

な
い
堅
牢
な
建
物
で
、
解
体
せ
ず

に
2
・
3
階
を
自
宅
に
改
装
。
1

階
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
時
が
過
ぎ

た
。
そ
し
て
2
0
2
4
年
春
、
1

階
に
医
院
を
移
設
す
る
計
画
を
立

て
、
工
事
に
取
り
か
か
っ
て
い

る
。「
で
き
る
だ
け
当
時
の
レ
イ

ア
ウ
ト
そ
の
ま
ま
に
診
療
所
を
復

活
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

祖
父
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
か
な
と

思
っ
て
」「
リ
フ
ォ
ー
ム
は
今
年

中
に
完
成
し
ま
す
。
近
い
う
ち
に

息
子
に
医
院
を
継
い
で
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
私
の
こ

れ
か
ら
の
人
生
で
や
り
通
し
た
い

大
仕
事
な
ん
で
す
」

（
敬
称
略
）

父
・
重
助
は
京
都
帝
国
大
学
耳
鼻
咽

喉
科
初
代
教
授
の
和
辻
春
次
に
学

び
、
明
治
44
（
1
9
1
1
）
年
に
開
業
し
た
。
同
じ
頃
、
京
都
で

は
７
人
の
耳
鼻
科
医
が
開
業
し
て
い
る
。
こ
の
開
業
医
た
ち
が
年
２

回
の
集
ま
り
を
持
っ
た
こ
と
が
現
在
の
京
都
府
耳
鼻
咽
喉
科
専
門
医

会
の
発
端
と
な
っ
た
。

駐
軍
が
占
領
し
た
個
人
住
宅
の
記
録
が
京
都
府
の
行
政
文
書

に
残
さ
れ
て
い
る
。
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
住
宅
は
接
収
し

た
建
物
の
改
築
や
修
繕
の
た
め
に
京
都
府
が
費
用
を
負
担
し
た
も
の

に
限
る
。
水
越
医
院
は
丸
紅
ビ
ル
に
置
か
れ
た
進
駐
軍
本
部
の
関
連

施
設
と
し
て
米
軍
用
の
病
院
に
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
記
録
は

残
っ
て
い
な
い
。
行
政
文
書
に
残
さ
れ
て
い
な
い
形
態
で
接
収
さ
れ

た
実
態
が
当
時
の
京
都
で
ど
れ
だ
け
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
接
収

を
知
る
人
が
い
な
く
な
れ
ば
歴
史
に
埋
も
れ
て
い
く
事
実
と
な
ろ
う
。

「工事が始まってから、いろいろ直さないといけないとこ
ろが出てきました」と語る文和医師（工事中の医院ビル１
階で）＝2024年６月21日撮影

祖
父
・
重
助
が
診
療
し
て
い
た
当
時
の
診
察
室
（
写
真
１
）、
大
正
14
年
の
医
院
ビ
ル
工
事

（
棟
上
げ
）
の
様
子
、
奥
に
見
え
る
母
屋
の
２
階
か
ら
幼
い
父
・
治
が
抱
か
れ
て
こ
ち
ら
を
向

い
て
い
る
（
写
真
2
）、『
京
都
府
立
医
科
大
学
大
学
昇
格
1
0
0
周
年
記
念
誌
』
に
寄
せ
る

た
め
の
郁
子
の
下
書
き
（
当
時
94
歳
）。
令
和
の
医
学
生
に
向
け
、「
一
生
勉
強
で
す
。
い
つ

ま
で
も
頑
張
っ
て
下
さ
い
」
と
綴
る
（
写
真
3
）

　水越医院は祇園祭の船鉾
町にある。この町内に住む
人たちにとって、７月の祇
園祭の手伝いは欠かせない
１年の大仕事だ。例年６月
中旬から準備が始まり、７
月の祭行事、７月下旬の後
仕舞いまでの多くが力仕事
の連続である。
　７月３日吉符入。吉符入
とは祭の神事始めで、開始
宣言である。この日に「神

面改め」の儀式を行う。船
鉾には御神体 “神功皇后”
がお付けになる面が二つあ
る。本面は室町時代の作、
写し面は江戸時代の作で船
鉾では最も重要なものであ
る。通常は貸金庫に納めら
れており、この日、間違い
なく引き継いでいることを
確認する。
　７月17日山鉾巡行。町
内の役員総勢20数人がお

供として四条、河原町、御
池、新町を５時間程かけて
巡行する。「祇園祭の間は
自分たちの役割で精一杯
で、他の山鉾を見る時間は
まったくありません」と文
和医師は笑う。

『米軍基地下の京都1945年～1958年』大内照雄、図書出版 文理閣（2017年）、『連合軍接収設営工事関係綴 Ｄ地区』（京都府立京都学・歴彩館所蔵 昭和22-62）、『連合軍接収設営工事関係綴 Ｅ地区』（京都府立
京都学・歴彩館所蔵 昭和22-63）、『昭和22年３月 木村知事、山本知事事務引継演説書』（京都府立京都学・歴彩館所蔵 昭和22-32）、『京都府立医科大学 大学昇格100周年記念誌～比叡は明けたり～』京都府立医
科大学学長・竹中洋／京都府立医科大学学友会会長・井端泰彦（2021年10月22日）

左の写真：神面改めの様子。写し
面を掲げる文和医師（右）〈出所：
2012年７月３日京都新聞〉、右
の写真：巡行の前に＝2024年７
月17日撮影
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京
都
に
は
歴
代
受
け
継
が
れ
て
き
た
医
療
機
関
が
多
く
あ

る
。
医
院
に
残
さ
れ
て
い
る
記
録
や
記
憶
を
通
し
て
、
当
時

の
京
都
の
町
の
暮
ら
し
や
様
子
、
医
療
状
況
を
知
る
と
と
も

に
、
医
院
の
基
盤
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
か
を
紹

介
す
る
。
今
回
は
京
都
市
下
京
区
の
医
療
法
人
水
越
医
院
の

水
越
文
和
医
師
に
聞
い
た
。

明治から令和へ明治から令和へ
船鉾町で患者を診る船鉾町で患者を診る
医療法人水越医院　水越ﾠ文和 医師

祇園祭鉾町に暮らす祇園祭鉾町に暮らす

個
人
住
宅
は
京
都
市
内
で
1
4
9

戸
と
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
接

収
対
象
と
な
っ
た
建
物
は
当
然
所

有
者
が
拒
む
こ
と
は
で
き
ず
、
米

軍
は
自
分
た
ち
が
利
用
し
や
す
い

よ
う
に
改
造
し
て
占
領
し
た
。

　
水
越
医
院
は
接
収
さ
れ
た
後

も
、
裏
に
あ
る
母
屋
の
一
部
で
診

療
を
続
け
た
。

　
「
占
領
終
了
後
に
建
物
が
戻
っ

て
く
る
の
か
と
思
い
き
や
…
。
詳

し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す

が
、
米
軍
は
接
収
し
た
一
部
を
競

売
の
よ
う
な
形
で
売
っ
て
ア
メ
リ

カ
に
帰
っ
て
行
っ
た
よ
う
で
す
。

水
越
医
院
ビ
ル
も
進
駐
軍
が
持
ち

込
ん
だ
機
材
と
と
も
に
他
の
医
師

に
渡
り
、
別
名
の
診
療
所
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
祖
父
は
そ
の

こ
と
を
憂
い
な
が
ら
生
涯
を
終
え

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
」

和
19
（
1
9
4
4
）
年
に
女
子
医

学
専
門
部
を
附
設
し
、
3
年
間
女

子
学
生
を
受
け
入
れ
た
。
郁
子
は

そ
の
第
1
期
生
で
あ
る
（
第
1
期

生
は
81
人
）。
物
が
な
い
時
代

で
、
紙
は
貴
重
だ
っ
た
。
当
時
の

講
義
に
つ
い
て
「
主
に
口
述
で
し

た
の
で
一
生
懸
命
ノ
ー
ト
に
書
き

込
み
ま
し
た
。
ノ
ー
ト
に
毎
日
沢

山
書
く
の
で
ノ
ー
ト
も
自
由
に
手

に
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
書
き
残

し
の
余
白
を
集
め
た
り
、
裏
の
白

い
用
紙
を
集
め
て
雑
記
帳
に
し
ま

し
た
。
…
教
科
書
以
外
に
単
行
本

な
ど
本
屋
に
な
く
、
岩
波
文
庫
も

な
く
、
読
む
も
の
は
教
科
書
以
外

に
無
く
、
通
学
時
に
ド
イ
ツ
語
の

辞
書
を
読
む
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　
進
駐
軍
が
京
都
を
占
領
中
に
、

治
と
郁
子
は
結
婚
し
た
。
そ
の

後
、
郁
子
は
重
助
の
医
院
を
手
伝

う
よ
う
に
な
る
。
郁
子
は
当
時
の

様
子
に
つ
い
て
「
家
の
表
に
米
軍

が
い
て
怖
か
っ
た
」
と
よ
く
言
っ

て
い
た
。
水
越
家
の
敷
地
内
で
は

米
軍
の
ジ
ー
プ
が
走
り
、
使
用
人

の
女
性
は
怖
が
っ
て
裏
口
の
路
地

か
ら
出
入
り
し
た
。

伊
勢
出
身
の
祖
父
・
重
助
が
大
正

14
（
1
9
2
5
）
年
に
伊
勢
か
ら

大
工
を
呼
び
寄
せ
、
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
3
階
建
の
医
院
ビ
ル
を

建
設
し
（
写
真
2
）、
翌
年
に
完

成
さ
せ
た
。
当
時
と
し
て
は
珍
し

い
洋
風
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

の
建
物
は
「
地
震
が
あ
っ
て
も
絶

対
に
倒
れ
な
い
」
と
リ
フ
ォ
ー
ム

工
事
を
請
け
負
う
職
人
は
言
う
。

　
「
で
も
こ
の
建
物
は
終
戦
に
京

都
に
や
っ
て
来
た
進
駐
軍
に
接
収

さ
れ
、
米
軍
用
の
病
院
だ
っ
た
過

去
が
あ
る
の
で
す
」。
終
戦
の
1

9
4
5
年
、
日
本
で
進
駐
軍
の
占

領
が
始
ま
っ
た
。
京
都
も
例
外
で

は
な
く
、
司
令
部
が
四
条
烏
丸
の

丸
紅
ビ
ル
（
現
：cocon

烏
丸

ビ
ル
）に
置
か
れ
た
。
接
収
地
は

市
内
を
中
心
に
1
2
8
カ
所
。
京

都
ホ
テ
ル
、
京
都
宝
塚
劇
場
、
五

条
警
察
署
、
中
央
市
場
内
一
部
、

二
条
城
前
な
ど
で
あ
る
。
接
収
さ

れ
た
建
物
は
企
業
や
国
・
府
・
市

の
所
有
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、

個
人
の
住
宅
も
対
象
と
な
っ
た
。

個
人
住
宅
は
主
に
米
軍
家
族
用
住

宅
に
利
用
さ
れ
た
。
接
収
さ
れ
た

補
伝
・
外
伝

祖

進

敷
地
内
で
米
軍
が
行
き
交
う
中
、
診
療
を
続
け
た
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