
私
も
何
年
か
前
に
原
因
不
明
の
咳
に
悩
ま

さ
れ
た
時
期
が
あ
り
、
こ
の
お
加
持
に
行

き
ま
し
た
。当
日
お
加
持
を
申
し
込
む
と
、

お
堂
で
阿
闍
梨
さ
ま
が
加
持
祈
祷
を
し
て

く
だ
さ
り
ま
す
。「
へ
ち
ま
の
御
牘
」
と

破
魔
矢
が
授
与
さ
れ
、
境
内
で
は
喘
息
に

よ
い
と
い
う
へ
ち
ま
入
り
の
お
汁
と
粗

飯
、
抹
茶
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
ま
す
。
翌

日
に
は
忘
れ
ず
に
、
持
ち
帰
っ
た
「
へ
ち

ま
の
御
牘
」
の
袋
を
開
き
ま
す
。
中
は
加

持
さ
れ
乾
燥
さ
せ
た
へ
ち
ま
と
、
塔
と
梵

字
が
描
か
れ
た
御
牘
で
す
。
乾
燥
へ
ち
ま

を
家
の
庭
土
の
清
浄
な
所
に
埋
め
、
水
を

注
ぎ
、
光
明
真
言
を
唱
え
て
か
ら
、
御
牘

の
梵
字
を
三
文
字
分
く
ら
い
小
さ
く
ち

ぎ
っ
て
口
に
ふ
く
み
、
コ
ッ
プ
に
残
し
た

水
で
一
緒
に
飲
む
と
い
う
作
法

に
従
っ
て
、
二
十
一
日

間
欠
か
さ
ず
祈
願

し
ま
す
。

の
お
猿
さ

ん
か
ら
始

ま
っ
て
、
比

叡
山
を
越
え
て

日
吉
大
社
の
お
猿

さ
ん
ま
で
鬼
門
守
護
の
お

猿
さ
ん
ラ
イ
ン
で
す
。
こ
の
お
猿
さ
ん
、

か
つ
て
は
夜
な
夜
な
お
い
た
を
し
た
の

で
、
今
は
金
網
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
だ
…
…
な
ん
て
面
白
い
お
話
も
あ
る
ん

で
す
。
菊
の
御
紋
の
瓦
も
み
ら
れ
、
天
皇

家
と
の
深
い
関
係
も
窺
い
知
れ
ま
す
ね
。

お
寺
は
比
叡
山
の
千
日
回
峰
行
と
も

関
わ
り
が
深
く
「
赤
山
苦
行
」
で
知
ら
れ

ま
す
。
境
内
の
不
動
堂
は
、
か
つ
て
比
叡

山
延
暦
寺
と
赤
山
禅
院
を
結
ぶ
雲
母
坂
に

あ
っ
た
雲
母
寺
の
本
堂
と
、
伝
教
大
師
最

澄
の
作
と
も
伝
わ
る
ご
本
尊
、
不
動
明
王

が
移
さ
れ
た
も
の
。雲
母
寺
は
平
安
時
代
、

千
日
回
峰
行
の
創
始
者
、
相
応
和
尚
が
開

い
た
お
寺
で
し
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
廃

寺
と
な
り
ま
し
た
。
な
の
で
現
在
で
も
赤

山
禅
院
で
は
、
伝
統
に
よ
り
護
摩
供
他
、

加
持
、
祈
祷
が
千
日
回
峰
行
を
修
め
た
大

阿
闍
梨
に
よ
り
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
大
阿
闍
梨
に
よ
る
あ
り
が
た
い

行
事
の
ひ
と
つ
が
、
毎
年
、
仲
秋
に
執
り

行
わ
れ
る
「
ぜ
ん
そ
く
封
じ 

へ
ち
ま
加

持
」。
古
く
か
ら
中
秋
の
名
月
の
日
に
厳

修
さ
れ
て
き
た
天
台
の
秘
法
で
、
へ
ち
ま

に
喘
息
や
気
管
支
炎
を
封
じ
込
め
て
加
持

祈
祷
を
し
ま
す
。
中
秋
の
名
月
、
つ
ま
り

満
月
の
日
に
行
わ
れ
る
の
は
、
欠
け
て
ゆ

く
月
を
病
に
見
立
て
、
病
が
小
さ
く
な
っ

て
い
く
の
を
願
っ
て
の
こ
と
の
よ

う
で
す
ね
。

い
つ
も
な
ら
、
こ
の
後
、
美
し
い
景

色
に
誘
わ
れ
て
修
学
院
離
宮
や
曼
殊
院
さ

ん
へ
足
が
向
く
の
で
す
が
、
今
宵
は
中
秋

の
名
月
。
観
月
祭
が
行
わ
れ
る
お
寺
や
神

社
も
あ
る
の
で
、
ま
ぁ
る
い
お
月
さ
ま
を

愛
で
に
、
さ
ら
に
寄
り
道
す
る
の
も
い
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
秋
の
澄
み
き
っ
た
夜

空
の
お
月
さ
ま
は
、
い
つ
ま
で
も
眺
め
て

い
た
い
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
も
の
ね
。

秋
空
に
映
え
る
比
叡
山
を
正
面
に
、

音
羽
川
に
沿
っ
て
ゆ
る
や
か
な
坂
道
を
歩

く
。
こ
こ
は
修
学
院
、ま
っ
す
ぐ
行
く
と
、

東
に
あ
る
修
学
院
離
宮
へ
と
続
く
修
学
院

離
宮
道
で
す
。
鷺
森
神
社
の
御
旅
所
が
あ

る
分
か
れ
道
の
石
仏
に
ご
挨
拶
し
、「
左 

赤
山
道
」
と
、
石
の
標
の
示
す
ま
ま
に
進

め
ば
、
目
的
地
、
赤
山
禅
院
の
石
鳥
居
が

出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
お
寺
な
の
に
鳥

居
？
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
ち
ら
の
お
寺
の
ご
本
尊
は
、
仏
さ
ま
で

は
な
く
「
赤
山
大
明
神
」
と
い
う
神
さ
ま
。

神
仏
習
合
の
名
残
を
と
ど
め
る
独
特
な
お

寺
な
の
で
す
。
続
く
山
門
を
く
ぐ
り
、
緩

く
弧
を
描
く
参
道
へ
。
石
積
み
に
苔
、楓
、

石
灯
籠
。
都
七
福
神
の
色
鮮
や
か
な
の
ぼ

り
旗
が
、
木
々
の
間
か
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ

て
「
よ
う
き
た
ね
」
と
、
い
つ
も
笑
顔
で

迎
え
て
く
れ
る
よ
う
で
ほ
っ
と
し
ま
す
。

赤
山
さ
ん
は
、
平
安
時
代
に
慈
覚
大

師
円
仁
の
遺
命
に
よ
り
、
弟
子
の
安
慧
が

創
建
。
ご
本
尊
は
、
唐
の
赤
山
に
あ
っ
た

泰
山
府
君
を
勧
請
し
た
赤
山
大
明
神
。
円

仁
さ
ん
の
遣
唐
使
船
で
の
旅
路
を
守
護
し

た
と
い
う
神
さ
ま
で
、
日
本
の
陰
陽
道
の

祖
神
さ
ま
で
す
。
お
寺
は
京
都
の
北
東
、

表
鬼
門
に
位
置
し
、
皇
城
の
鎮
守
、
守
護

の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

拝
殿
の
屋
根
瓦
の
上
に
は
、
御
幣
と
神
楽

鈴
を
持
っ
た
お
猿
さ
ん
の
姿
を
し
た
神
猿

が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
御
所
の「
猿
ヶ
辻
」

お
陰
さ
ま
で
、
私
の
一
年
ほ
ど
続
い

た
咳
も
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
治
ま
り
ま
し
た

し
、
う
れ
し
い
こ
と
に
光
明
真
言
も
そ
ら

で
言
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
せ
っ
か
く
な
の
で
お
み
く
じ

の
ひ
と
つ
も
引
い
て
み
ま
し
ょ
う
ね
。
境

内
の
奥
の
福
禄
寿
堂
で
迎
え
て
く
れ
る
福

禄
寿
さ
ん
の
お
姿
み
く
じ
で
す
。
へ
ち
ま

の
よ
う
に
長
い
頭
に
白
い
お
髭
、
こ
け
し

職
人
さ
ん
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
描

き
さ
れ
た
笑
顔
を
選
ぶ
の
も
楽
し
い
で

す
。
福
禄
寿
神
は
、
天
に
あ
っ
て
の
お
姿

で
、
地
上
で
は
泰
山
府
君
で
あ
り
、
幸
福
、

高
禄
、
長
寿
、
の
三
徳
を
与
え
る
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
引
い
た
お
み
く
じ
は
持
ち
帰

る
の
で
、
家
に
は
以
前
の
先
輩
福
禄
寿
さ

ま
が
笑
顔
で
帰
り
を
待
っ
て
い
ま
す
。

〈こばやし ゆきえ〉
京都・下鴨生まれ。大学
で日本画を学び、卒業後
は本、雑誌、広告、新聞、
TVCMなど幅広く絵に
関わる仕事に携わる。著
書に『京都でのんびり 私
の好きな散歩みち』、『京
都をてくてく 私が気ままに
歩くみち』、『京都のいち
ねん わたしの春夏秋冬』
がある。
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ふ
だ

ぼ
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ひ
げ

じ
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め

き
ら
ら
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お
う
お
し
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う

う
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だ
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あ
じ
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り

ふ
く
ろ
く
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ゅ
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う

し
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べ

あ
ん
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い
ざ
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く
ん

お
や
が
み

じ 

か
く
だ
い
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え
ん
に
ん

さ
ぎ
の
も
り
じ
ん
じ
ゃ
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か
が
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よ
し
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い
し
ゃ
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