
あ
け
ま
し
て
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

新
年
、
氏
神
さ
ま
に
ご
挨
拶
し
て
、

お
雑
煮
に
、
お
屠
蘇
、
お
せ
ち
料
理
を
頂

い
て
、
初
夢
は
見
た
の
か
し
ら
、
な
ん
て

思
っ
て
い
る
と
、
お
正
月
休
み
な
ん
て

あ
っ
と
い
う
間
で
す
ね
。
そ
ん
な
な
か
、

年
が
あ
ら
た
ま
っ
て
間
も
な
い
う
ち
に
歩

い
て
お
き
た
い
参
道
が
あ
り
ま
す
。

賀
茂
川
か
ら
の
冷
た
い
風
に
肩
を
す

く
め
、
御
薗
橋
を
渡
り
、
上
賀
茂
神
社
の

一
の
鳥
居
に
立
つ
と
、
芝
生
に
挟
ま
れ
た

白
砂
の
参
道
が
二
の
鳥
居
ま
で
真
っ
直
ぐ

に
続
い
て
い
ま
す
。
高
い
空
に
視
界
は
開

け
、
風
を
受
け
て
進
む
と
少
し
勇
ま
し
い

気
持
ち
に
も
な
り
、
こ
こ
を
一
歩
ず
つ
踏

み
し
め
て
歩
く
こ
と
が
私
に
と
り
ま
し
て

は
、
新
年
に
ふ
さ
わ
し
く
思
う
の
で
す
。

こ
こ
上
賀
茂
神
社
は
、
下
鴨
神
社
の

御
祭
神
、
加
茂
玉
依
比
売
命
の
子
、
賀
茂

別
雷
大
神
を
お
祀
り
し
て
い
る
神
社
で
正

式
名
は
賀
茂
別
雷
神
社
と
い
い
ま
す
。

境
内
は
緑
豊
か
で
、
御
手
洗
川
と
御

物
忌
川
が
合
わ
さ
っ
た
、
な
ら
の
小
川
が

せ
せ
ら
い
で
、
そ
こ
こ
こ
に
水
の
気
配
が

あ
り
清
ら
か
さ
を
保
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
神
社
に
清
き
馬
が
い
ま
す
。

名
は
神
山
号
。
神
山
と
は
賀
茂
別
雷
大
神

が
降
臨
さ
れ
た
神
体
山
と
同
じ
名
前
で

す
。
ま
さ
に
神
さ
ま
が
降
り
て
こ
ら
れ
る

場
所
を
名
に
持
つ
神
馬
な
の
で
す
。
神
馬

と
は
神
さ
ま
だ
け
が
乗
る
こ
と
の
で
き
る

馬
。
他
の
神
社
で
も
馬
の
像
は
よ
く
見
か

け
ま
す
が
、
生
き
た
神
馬
が
い
る
と
こ
ろ

は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
お
馬
さ
ん
、

日
曜
や
祝
日
、
祭
礼
の
時
な
ど
の
お
天
気

と
　
そ

み 

そ
の
ば
し

か
　
も 

た
ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と

か
　
も

わ
け
い
か
づ
ち
の
お
お
か
み

お

も
の 

い 

が
わ

こ
う
や
ま
ご
う

し
ん
め

最
後
に
巫
女
装
束
の
女
性
に
よ
り
神
馬
に

大
豆
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
神
事
の
後
に
、

四
回
行
わ
れ
る
牽
馬
の
儀
で
は
神
馬
が
舞

殿
（
橋
殿
）
の
周
り
を
巡
り
歩
き
ま
す
。

神
官
の
後
を
ゆ
く
馬
は
優
雅
で
美
し
く
、

ご
低
頭
の
時
に
、
神
馬
も
ぺ
こ
り
と
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
た
り
す
る
と
、
微
笑
ま

し
く
も
可
愛
ら
し
い
で
す
。
そ
し
て
私
た

ち
も
神
馬
を
見
て
一
年
分
の
邪
気
を
祓
っ

て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。

が
良
い
日
に
、
二
の
鳥
居
の
手
前
の
神
馬

舎
に
行
く
と
逢
う
こ
と
が
で
き
、
優
し
そ

う
な
風
貌
と
つ
ぶ
ら
な
瞳
は
多
く
の
参
拝

者
の
心
を
和
ま
せ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
、
天
皇
が
年
の
初
め
に
紫

宸
殿
に
て
白
馬
を
ご
覧
に
な
っ
た
後
、
宴

を
催
す
「
白
馬
節
会
」
と
い
う
行
事
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
中
国
の
故
事
に
倣
っ

た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
春
は
青
陽
の
気
、

馬
は
陽
の
獣
、
青
は
春
の
色
、
岡
は
萬
物

の
始
ま
り
、
七
は
七
曜
の
数
と
い
う
と
こ

ろ
か
ら
、
春
に
岡
に
上
り
、
青
馬
を
七
疋

見
る
と
、
年
中
の
邪
気
を
祓
い
除
く
、
と

い
う
伝
説
に
基
づ
く
儀
式
だ
と
か
…
…
。

冬
（
陰
）
を
終
え
、春
（
陽
）
を
呼
び
込
み
、

そ
の
年
の
安
寧
を
願
う
儀
式
な
の
で
す

ね
。「
白
馬
」
と
書
い
て
「
あ
お
う
ま
」

と
読
む
の
は
、
当
時
日
本
で
、
白
は
神
聖

な
色
で
あ
り
、
ま
た
青
み
が
か
っ
た
白
馬

を
青
馬
に
見
立
て
、
儀
式
に
用
い
た
こ
と

か
ら
「
あ
お
う
ま
」
の
読
み
方
は
そ
の
ま

ま
に
「
白
馬
」
の
字
に
変
え
ら
れ
た
の
だ

そ
う
で
す
。

宮
中
だ
け
の
儀
式
が
や
が
て
神
事
と

な
り
、
今
で
は
一
月
七
日
、
上
賀
茂
神
社

に
て
「
白
馬
奏
覧
神
事
」
と
し
て
執
り
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
一
年
の
無
事
を
祈

る
儀
式
は
、神
前
に
七
草
粥
を
お
供
え
し
、

祝
詞
を
奏
上
し
た
後
、神
馬
を
曳
き
立
て
、

い
、
お
守
り
も
新
調
し
、
清
々
し
い
年
の

始
ま
り
で
す
。

帰
り
に
は
、
す
ぐ
き
漬
け
も
い
い
け

れ
ど
、
今
日
は
、
神
馬
堂
さ
ん
の
焼
き
餅

を
買
っ
て
帰
り
ま
し
ょ
う
。
焼
き
餅
を
包

ん
で
く
れ
る
包
装
紙
に
は
、
と
て
も
愛
ら

し
い
神
馬
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
お
う

ち
で
も
神
馬
に
会
え
ま
す
よ
。

い
と
め
で
た
し
め
で
た
し 

│
│
。
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と
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間
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ね
。
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な
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に
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す
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、
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に
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と
、
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に
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の
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の
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ま
で
真
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に
続
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ま
す
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い
空
に
視
界
は
開

け
、
風
を
受
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進
む
と
少
し
勇
ま
し
い

気
持
ち
に
も
な
り
、
こ
こ
を
一
歩
ず
つ
踏

み
し
め
て
歩
く
こ
と
が
私
に
と
り
ま
し
て

は
、
新
年
に
ふ
さ
わ
し
く
思
う
の
で
す
。

こ
こ
上
賀
茂
神
社
は
、
下
鴨
神
社
の

御
祭
神
、
加
茂
玉
依
比
売
命
の
子
、
賀
茂

別
雷
大
神
を
お
祀
り
し
て
い
る
神
社
で
正

式
名
は
賀
茂
別
雷
神
社
と
い
い
ま
す
。

境
内
は
緑
豊
か
で
、
御
手
洗
川
と
御

物
忌
川
が
合
わ
さ
っ
た
、
な
ら
の
小
川
が

せ
せ
ら
い
で
、
そ
こ
こ
こ
に
水
の
気
配
が

あ
り
清
ら
か
さ
を
保
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
神
社
に
清
き
馬
が
い
ま
す
。

名
は
神
山
号
。
神
山
と
は
賀
茂
別
雷
大
神

が
降
臨
さ
れ
た
神
体
山
と
同
じ
名
前
で

す
。
ま
さ
に
神
さ
ま
が
降
り
て
こ
ら
れ
る

場
所
を
名
に
持
つ
神
馬
な
の
で
す
。
神
馬

と
は
神
さ
ま
だ
け
が
乗
る
こ
と
の
で
き
る

馬
。
他
の
神
社
で
も
馬
の
像
は
よ
く
見
か

け
ま
す
が
、
生
き
た
神
馬
が
い
る
と
こ
ろ

は
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。こ
の
お
馬
さ
ん
、

日
曜
や
祝
日
、
祭
礼
の
時
な
ど
の
お
天
気

そ
し
て
こ
の
日
は
、
五
節
句
の
一
つ
、

人
日
で
、
七
草
粥
の
日
で
す
。
境
内
に
建

て
ら
れ
た
天
幕
の
中
で
は
厄
除
七
草
粥

に
、
上
賀
茂
の
名
物
す
ぐ
き
漬
け
が
添
え

ら
れ
て
振
る
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
期
は
本
殿
中
門
の
頭
上
に
、

お
め
で
た
い
宝
船
や
楼
門
に
懸
け
ら
れ
た

邪
気
を
祓
う
真
新
し
い
卯
杖
な
ど
を
拝
見

で
き
、
至
る
所
で
良
き
気
持
ち
に
さ
せ
て

い
た
だ
け
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

神
山
号
が
い
る
日
は
神
馬
舎
で
お
守

り
を
売
っ
て
い
ま
す
。
神
馬
鬣
守
と
い
っ

て
、
鬣
を
模
し
た
白
い
房
に
な
っ
た
お
守

り
で
す
。
馬
の
鬣
に
は
目
に
は
見
え
な
い

も
の
を
感
じ
、
除
け
る
力
が
あ
り
、
邪
気

を
退
け
福
を
招
く
そ
う
で
す
。
私
は
携
帯

電
話
に
こ
の
お
守
り
を
付
け
て
い
て
随
分

お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
ら
た
ま
っ
て
参
道
を
歩
き
、
神
馬

を
見
て
一
年
分
の
災
厄
を
祓
っ
て
も
ら

〈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。

て
ん
ま
く

と
　
そ

み 

そ
の
ば
し

か
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た
ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と

か
　
も

わ
け
い
か
づ
ち
の
お
お
か
み

お

も
の 
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が
わ

こ
う
や
ま
ご
う

し
ん
め

う
た
げ

し
ん
で
ん

し

あ
お
う
ま
の
せ
ち
え

ひ
き

は
く
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そ
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ん
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と
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ま

じ
ん
じ
つ

う
づ
え
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も
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ん
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う
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