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べ
て
見
た
ら
『
嘉
瀬
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
建

立
』
と
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
よ
い
会
だ
、
自
分
も
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
い
る

事
が
あ
る
。
そ
の
事
を
若
い
人
達
に
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

大
正
・
昭
和
と
、
時
代
の
流
れ
の
移
り
変
り
に
は
何
ん
と
言
っ
て
よ
い
か
わ
か

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
昭
和
七
年
頃
（
今
か
ら
五
○
年
前
）
あ
る
雑
誌
に
『
科
学

の
進
歩
は
人
類
の
滅
亡
』
と
書
い
て
あ
っ
た
。
そ
れ
が
今
の
原
子
爆
弾
一
個
で
何

百
人
の
人
が
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
う
ち
に
私
達
の
、
こ
ど
も
の
頃
の

思
い
出
を
一
つ
で
も
よ
い
か
ら
『
か
た
り
べ
』
に
書
く
。

私
の
家
で
は
、
私
の
こ
ど
も
の
頃
か
ら
長
富
に
田
を
耕
作
し
て
い
て
、
何
時
も

親
に
連
れ
ら
れ
て
狐
崎
の
果
て
ま
で
働
ら
く
に
行
っ
た
も
ん
だ
っ
た
。
今
で
も
狐

●

小栗崎9

0

｡‐

い
ぼ
ｖ
■

凸

一

、

一

手

一
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私
が
『
嘉
瀬
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
』
に
入

っ
た
き
っ
か
け
は
、
金
木
か
ら
の
帰
り
嘉
瀬

八
幡
宮
の
処
に
、
『
旧
道
路
の
跡
』
と
書
い

た
標
住
を
見
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

い
っ
た
い
誰
が
建
て
た
の
だ
ろ
う
か
と
調

伊藤定四郎

崎
の
田
を
耕
作
し
て
い
る
と
、
狐
崎
に
も
『
い
ご
く
穴
』
跡
が
あ
り
、
少
し
掘
る

と
五
・
六
体
の
骨
が
出
て
く
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。
長
富
か
ら
狐
崎
、
そ
し
て
古

町
・
冷
水
を
通
っ
て
、
小
栗
崎
か
ら
喜
良
市
へ
と
旧
道
跡
が
今
で
も
所
々
に
あ
り

ま
す
。
飯
詰
よ
り
中
柏
木
、
そ
し
て
ス
キ
ー
場
の
山
道
を
通
っ
て
喜
良
市
に
行
く

旧
道
も
あ
り
ま
す
。

昔
農
家
一
戸
毎
に
馬
を
一
頭
は
か
っ
て
い
た
も
の
で
、
馬
は
農
家
の
一
員
で
生

活
基
盤
の
命
の
綱
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
、
馬
は
大
切
な
も
の
で
し
た
。
居
間

の
傍
に
馬
小
屋
が
あ
り
、
人
と
馬
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
し
て
馬

の
小
便
も
馬
ふ
ん
の
臭
い
も
ち
っ
と
も
く
さ
く
感
じ
な
か
っ
た
。
朝
と
晩
は
、
毎

日
二
回
、
川
に
馬
体
を
洗
い
に
行
き
、
小
栗
崎
に
『
馬
ぶ
い
』
と
い
う
ふ
ち
が
あ

っ
た
。『

な
く
田
』
古
人
の
話
に
よ
れ
ば
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
あ
る
附
近
の
田
は
、
不

作
の
年
で
も
、
な
べ
に
米
が
入
る
良
田
で
あ
っ
た
か
ら
『
鍋
田
』
と
い
う
名
が
付

け
ら
れ
た
と
云
う
。

小
栗
崎
は
嘉
瀬
よ
り
古
く
成
立
し
た
村
で
あ
る
と
云
わ
れ
、
私
の
若
い
頃
の
盆

は
、
墓
参
り
し
て
夜
八
時
半
ご
ろ
に
な
る
と
、
松
川
新
八
さ
ん
の
道
路
附
近
が
小
栗

崎
の
盆
踊
り
場
と
な
っ
た
も
の
で
、
十
時
近
く
な
る
と
、
親
と
若
い
娘
が
連
れ
立

っ
て
嘉
瀬
古
町
に
踊
り
に
行
っ
た
。

小
栗
崎
で
古
い
も
の
は
稲
荷
神
社
に
あ
る
一
五
○
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
杉
の
大
木

ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う
。

●

１
９
口
●
Ｊ
●
．

啄
乙
沙
。
■
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私
が
小
学
校
に
入
っ
た
の
は
、
昭
和
五
年

っ
て
袖
正
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
、

一
つ
の
呼
び
水
と
し
て
醤
い
て
兇
る
。

嘉
瀬
に
子
供
が
主
催
す
る
綱
引
き
が
あ
っ
た
。
当
時
の
高
等
小
学
校
（
今
の
中

学
校
）
の
生
徒
た
ち
が
主
役
で
あ
っ
た
。

私
た
ち
町
内
の
子
供
は
殆
ん
ど
全
貝
が
出
て
綱
作
り
を
し
た
。
高
等
科
の
生
徒

二
・
三
人
に
小
学
校
の
児
童
五
・
六
人
が
、
従
っ
て
材
料
集
め
に
町
内
を
回
っ
た
。

『
綱
．
作
る
縄
け
る
で
あ
』
と
、
毎
戸
を
訪
門
す
る
と
、
町
内
の
大
人
た
ち
も

大
分
前
か
ら
知
っ
て
い
た
と
み
え
て
『
よ
ぐ
来
た
な
、
一
把
で
い
い
だ
な
』
と

言
っ
て
、
岐
低
で
も
、
『
つ
け
純
一
把
』
、
多
い
人
は
二
把
、
五
把
、
一
丸
（
十

把
も
呉
れ
た
り
、
五
》
く
り
ぐ
ら
い
の
太
い
針
金
だ
の
、
藤
の
つ
る
を
出
し
家
も
あ

’引き綱
■
0

、

１
１小山内嘉一郎

●

上

｢

っ
た
。貰

っ
た
縄
は
輪
状
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
棒
を
通
し
て
、
私
た
ち
一
年

生
が
二
人
で
五
把
か
十
把
か
つ
い
で
、
古
町
は
中
村
の
所
に
集
め
た
。
縄
集
め
は

何
組
に
も
分
れ
て
や
っ
た
の
で
午
前
中
に
何
百
把
も
集
っ
た
。

時
期
は
春
先
で
あ
っ
た
か
ら
、
卒
業
式
後
の
休
日
に
網
作
り
を
し
た
よ
う
で
あ

っ
た
。
当
時
機
械
縄
は
な
く
、
手
で
な
っ
た
縄
ば
か
り
で
、
一
把
の
長
さ
は
七
・

八
十
メ
ー
タ
ー
は
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
十
本
ぐ
ら
い
合
せ
て
ネ
ジ
ろ
と
一

本
の
太
い
縄
に
な
る
。
そ
れ
を
更
に
十
本
も
合
せ
る
と
、
十
五
セ
ン
チ
も
あ
る
太

い
綱
が
で
き
あ
が
る
。
こ
れ
を
合
せ
る
際
に
、
真
中
に
針
金
や
藤
を
入
れ
て
、
切

れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
っ
た
・

綱
の
先
端
に
は
『
さ
ば
口
』
と
称
す
る
、
直
経
一
メ
ー
タ
ー
も
あ
る
、
丸
い
輪

を
作
る
。
こ
れ
が
綱
の
最
つ
と
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
か
ら
、
中
身
に
針
金
や
藤

を
多
く
入
れ
、
そ
の
上
を
縄
で
巻
く
。
太
さ
も
二
十
セ
ン
チ
以
上
も
あ
っ
て
、
で

き
あ
が
っ
た
綱
は
、
ま
る
で
大
蛇
の
よ
う
に
見
え
た
。
こ
の
古
町
の
綱
に
対
す
る

相
手
は
、
鍛
冶
町
方
面
か
、
派
立
方
面
の
も
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
古

町
に
優
る
と
も
劣
ら
な
い
頑
丈
な
綱
で
あ
っ
た
。

こ
の
綱
引
き
は
四
月
の
始
め
頃
と
思
わ
れ
る
。
春
風
に
浮
か
れ
て
、
日
暮
れ
時

に
な
る
と
。
、
子
供
た
ち
は
総
出
で
綱
に
つ
か
ま
り
、
町
内
を
練
り
歩
い
た
。

『
綱
コ
ね
－
な
、
よ
い
か
げ
ね
－
な
、
今
夜
の
綱
は
大
綱
で
、
ジ
ッ
コ
も
パ
パ

も
、
み
な
出
は
れ
』
と
声
を
揃
え
て
叫
ん
だ
。

こ
う
し
て
、
一
時
間
も
回
っ
た
後
、
会
場
で
あ
る
前
町
（
今
の
毛
内
醤
油
店
前

当
時
は
原
田
酒
造
店
前
）
に
集
っ
た
。
今
の
山
福
粘
肉
商
の
所
は
白
取
湯
屋
で
あ

っ
た
。湯

上
り
客
た
ち
が
、
古
町
に
も
、
派
立
に
も
何
十
人
も
加
勢
し
た
。
こ
う
な
る

●
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中
柏
木
磯
崎
神
社
の
東
側
に
あ
る
湘
池
。
つ
ま
り
神
社
の
裏
で
あ
る
が
、
こ
の

ｃ
や
て
ゐ
畦

溜
池
の
西
側
の
淵
に
蛇
体
穴
が
あ
る
と
、
何
度
も
聞
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

読
経
が
終
り
イ
ン
ッ
コ
は
や
が
て
滝
の
下
へ
し
づ
し
づ
と
投
げ
お
ろ
さ
れ
、
葬

式
は
一
応
終
り
酒
宴
が
始
ま
る
。
酒
宴
と
い
っ
て
も
清
酒
の
よ
う
な
高
価
な
も
の

で
な
く
焼
酎
で
あ
っ
た
。
安
く
て
酔
い
が
早
い
か
ら
で
あ
る
。

酔
う
程
に
人
々
は
、
一
斉
に
滝
の
下
の
イ
ン
ッ
コ
に
向
っ
て
泣
き
始
め
る
、
恥

じ
も
外
聞
も
な
く
。
そ
れ
が
滝
の
音
と
唱
和
し
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
霊
感
が
現
わ
れ

て
く
る
。

雨
が
ぽ
た
り
と
降
り
出
す
。
そ
し
て
ぼ
た
り
ぼ
た
り
と
な
り
、
下
山
の
す
る
頃

雨
は
益
々
強
く
降
り
、
み
ん
な
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
り
乍
ら
も
、
喜
び
勇
ん
で
帰
途
に

着
く
の
で
あ
る
。
又
そ
の
と
き
降
ら
な
く
と
も
そ
の
夜
、
ま
た
は
二
、
三
日
に
は

必
ら
ず
雨
が
降
る
と
い
う
か
ら
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

泣
き
始
め
る
。

ま
う
と
い
う
、
古
老
た
ち
か
ら
生
れ
た
知
恵
で
あ
ろ
う
。

藁
人
形
の
波
子
を
入
れ
た
イ
ン
ッ
コ
を
前
に
し
て
、
読
経
が
始
ま
り
、
泣
婆
が

ベ随想かたり
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萬
吉
な
る
若
者
が
、
山
菜
取
り
に
行
く
途

中
、
苗
代
沢
で
、
丈
余
の
大
蛇
に
出
合
え
、
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
、
咄
嵯
の
気
転

う
仁

で
、
呪
文
を
か
け
た
ら
、
さ
し
も
の
大
蛇
も
、
グ
ン
ナ
リ
と
な
り
、
何
ん
な
く
山

菜
の
収
穫
を
得
て
、
家
に
帰
っ
た
・
ら
、
大
蛇
に
呪
文
を
か
け
た
が
、
解
き
忘
れ
た

こ
と
に
気
づ
き
、
樗
然
と
す
る
が
、
時
す
で
に
遅
く
、
悶
え
苦
し
み
な
が
ら
、
蛇

の
崇
り
で
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
大
人
か
ら
聞
き
、
ま
た
友
達
ど
う
し
で

も
語
り
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

苗
代
沢
の
溜
池
の
周
囲
に
は
、
溜
池
に
薮
い
識
さ
る
よ
う
な
大
木
が
生
え
繁
り
、

昼
な
お
薄
暗
い
感
じ
で
、
何
か
神
秘
的
な
情
景
で
、
大
蛇
の
住
家
で
あ
っ
た
穴
が
、

今
で
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
話
に
、
溜
池
の
近
く
に
行
く
と
身
振
い
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
は
ま
た
秋
に
な
る
と
、
あ
け
び
、
栗
の
宝
庫
の
場
所
で
、
喰
い
た
さ

の
あ
ま
り
、
つ
い
つ
い
近
く
ま
で
行
き
ハ
ひ
ょ
っ
と
気
が
つ
い
て
、
恐
さ
の
あ
ま

り
飛
ん
で
家
に
帰
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

長
ず
る
に
お
よ
ん
で
、
何
故
か
蛇
体
穴
の
こ
と
が
気
に
か
洩
り
、
一
度
穴
跡
を

確
か
め
た
い
と
探
し
て
み
た
が
、
崩
れ
落
ち
て
塞
が
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
始
め

か
ら
な
か
っ
た
の
か
、
穴
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
過
去
の
出
来
事
に
関
心
が
強
い
も
の
だ
か
ら
、
村
の
歴
史
を
探
っ

て
い
る
う
ち
に
蛇
体
穴
の
真
相
が
わ
か
っ
て
き
た
。

明
治
の
代
に
飯
詰
村
岩
崎
の
人
が
、
何
ら
か
の
伝
手
を
求
め
て
、
苗
代
沢
の
溜

１
１

８
８
■
１
６
■

●

溜
池
は
苗
代
沢
の
捌
池
と
い
う
の
が
公
称

で
、
当
時
の
村
人
は
、
沢
を
蛇
と
発
音
し
て
、

な
し
ろ
じ
ゃ

『
苗
代
蛇
』
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

■
■
０
ｂ
■
も
り
Ｉ
Ｃ

も
ら
日
０
８
口
巳
０
６
‐
０
Ｋ
６
８
８
６
■
可
■
■
２
８
９
■
Ｆ
１
午
１
０
Ｐ
Ｉ
ｊ
■
Ｄ
■
■
■
ロ
Ⅱ
■
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池
の
水
を
利
州
し
て
、
密
造
酒
を
造
り
始
め
た
の
が
、
そ
の
横
穴
で
、
入
口
は
小

さ
く
、
中
は
か
な
り
広
い
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
。

今
は
そ
の
人
の
名
前
を
知
っ
て
い
る
人
も
な
く
、
大
木
の
生
え
繁
る
深
々
と
し

た
場
所
に
、
蛇
の
怨
念
の
伝
説
物
語
り
を
隠
れ
蓑
に
、
世
間
の
目
か
ら
逃
れ
て
、

細
々
と
密
造
酒
を
造
り
、
酒
を
売
っ
て
生
活
の
糧
に
し
て
い
た
の
だ
が
、
や
が
て

密
告
に
よ
っ
て
摘
発
さ
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
逆
怨
み
が
ど
う
か
今
は
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
一
旧
家
で
あ
っ
た
家
で
、

新
築
し
よ
う
と
し
て
、
任
家
の
西
側
に
枝
ん
で
あ
っ
た
材
木
に
放
火
さ
れ
、
丸
焼

き
の
憂
目
に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
ど
も
の
頃
の
蛇
体
穴
話
に
よ
る
恐
怖
の
感
情
は
、
今
で
も
、
穴
が
あ
っ
た
と

い
わ
れ
る
附
近
に
さ
し
か
か
る
と
、
気
持
の
よ
い
も
の
で
な
い
。
当
時
の
大
人
が
、

蛇
体
と
い
う
恐
ろ
し
い
動
物
を
利
用
、
一
つ
の
教
育
の
処
世
術
と
し
て
利
用
、
悪

じ
ゃ
て

童
に
対
し
て
、
平
素
の
お
こ
な
い
、
山
の
恐
ろ
し
さ
を
教
え
る
訓
戒
の
言
葉
と
し
、

私
達
悪
童
も
、
蛇
体
が
い
た
と
言
う
こ
と
を
、
素
直
に
受
け
と
め
て
い
た
も
の
だ

っ
た
。
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し
て
、
ね
ぶ
た
、
お
山
参
詣
、
獅
子
舞
、
虫
送
り
力
〃
曙
と
オ
ー
上
ｆ
１
，
１
“

り
神
を
た
っ
と
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
農
村
の
お
く
ゆ
か
し
い
心
持
が
わ
か
る
。

昔
の
人
々
は
こ
の
よ
う
に
し
て
春
を
迎
え
秋
の
取
入
れ
に
感
謝
の
気
持
を
あ

ら
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
嘉
瀬
で
は
大
正
時
代
か
ら
、
お
山
参
詣
、
獅
子
踊
、
虫

送
り
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

獅
子
舞
は
津
軽
地
方
の
舞
楽
で
あ
っ
た
。
太
鼓
、
笛
の
は
や
し
で
蹴
っ
て
歩
く

も
の
で
、
古
雅
な
お
も
し
ろ
い
も
の
で
あ
る
。

獅
子
踊
り
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
弘
前
市
松
森
町
か
ら
起

っ
た
も
の
は
、
足
利
時
代
に
京
都
の
人
で
落
ち
ぶ
れ
て
津
軽
に
乗
り
山
水
を
友
と

し
、
原
野
を
開
と
ん
し
て
い
た
、
此
の
人
が
占
い
巻
も
の
を
持
ち
獅
子
踊
を
し
て

い
た
が
、
こ
れ
が
野
元
道
玄
に
よ
っ
て
許
さ
れ
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

嘉
瀬
で
も
大
正
時
代
か
ら
踊
ら
れ
て
い
た
。
古
町
木
村
峰
五
郎
さ
ん
、
木
村
さ

ん
に
も
古
い
巻
も
の
が
現
在
あ
る
。
私
達
が
見
て
も
何
が
何
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
。

昭
和
の
初
期
に
踊
っ
た
方
々
は
花
田
粕
五
郎
、
木
立
煕
熔
、
木
立
煕
代
道
、
白
崎
秀

こ
が
れ
た
。
悪
魔
を
払
っ
て
幸
福
を
祈
っ
て
来
た
。
い
ま
津
軽
に
特
別
の
も
の
と

し
て
、
ね
ぶ
た
、
お
山
参
詣
、
獅
子
舞
、
虫
送
り
、
が
あ
る
。
こ
れ
は
皆
神
を
祭

り
神
を
た
っ
と
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
農
村
の
お
く
ゆ
か
し
い
心
持
が
わ
か
る
。

昔
の
人
々
は
こ
の
よ
う
に
し
て
春
を
迎
え
秋
の
取
入
れ
に
感
謝
の
気
持
を
あ

＃
〃
．
ｊ
一
・
．
フ
．
フ
』
。
域
面
爵
で
ま
た
更
時
七
か
ら
、
お
山
参
詣
、
獅
子
踊
、
虫

一
、

、
平
川
由
光
、
津
島
治
清
、
木
立
忠
政
等
で
あ
る
。

現
在
鍛
冶
町
の
婦
人
達
が
、
う
け
つ
い
で
い
る
。
今
で
は
各
地
に
獅
子
踊
り
が

●
津
軽
地
方
一
帯
に
行
わ
れ
て
い
る
。
年
中

行
事
で
も
大
体
同
じ
も
の
も
あ
れ
ば
異
っ
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
は
昔

か
ら
世
の
中
の
平
和
を
祈
り
自
分
達
の
幸
福

を
祈
っ
て
来
た
。
そ
れ
に
は
神
を
祭
り
仏
を

信
じ
清
ら
か
な
気
持
ち
に
な
っ
て
生
活
に
あ

-10－
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あ
る
が
、
跡
り
初
め
は
旧
暦
の
四
月
頃
か
ら
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
又
お
盆
の
行

事
と
し
て
い
る
こ
ろ
も
あ
る
。

特
に
見
物
人
が
あ
る
、
弘
前
観
桜
会
。
旧
九
月
一
五
日
猿
賀
神
社
の
祭
り
に
は

今
で
も
県
内
各
地
か
ら
獅
子
が
集
っ
て
、
獅
子
剛
り
の
競
争
が
行
わ
れ
て
い
る
。

虫
送
り
は
津
軽
地
方
一
補
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
津
軽
は
昔
か
ら
稲

作
に
つ
い
て
大
変
苦
労
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
殿
様
は
稲
作
に
つ
い
て
村
の

代
表
か
ら
、
そ
の
年
の
稲
作
を
報
告
さ
せ
た
。
稲
に
虫
が
つ
く
の
を
股
も
心
配
し

た
も
の
で
、
虫
病
気
が
一
番
恐
れ
て
い
た
。

虫
祭
り
は
所
に
よ
り
、
又
季
節
に
よ
っ
て
違
う
。
田
植
が
終
る
と
藁
で
虫
や
人

形
を
作
り
、
笛
大
鼓
で
は
や
し
な
が
ら
村
内
を
ま
わ
り
、
村
端
に
投
げ
す
て
る
。

又
は
大
木
に
掛
る
。
虫
除
け
を
い
の
っ
て
か
ら
酒
盛
が
は
じ
ま
る
。

嘉
瀬
で
は
六
月
は
じ
め
全
村
が
田
植
が
終
っ
て
か
ら
、
虫
祭
り
を
、
サ
ナ
ブ
リ

と
い
っ
て
い
る
。
田
植
も
共
同
で
田
植
す
る
の
で
虫
祭
り
に
は
賃
金
を
成
算
を
し

て
、
そ
の
前
の
年
殺
さ
れ
た
虫
の
供
養
、
そ
し
て
今
年
も
虫
が
大
発
生
し
な
い
よ

う
祈
り
、
豊
作
を
も
祈
っ
て
酒
盛
を
す
る
。

男
女
の
青
年
達
が
藁
で
大
蛇
の
よ
う
な
虫
の
姿
を
作
り
、
村
の
田
や
畑
の
上
を

ま
わ
ら
せ
て
か
ら
、
村
の
端
に
す
て
る
か
、
大
木
に
掛
け
る
。
そ
れ
か
ら
、
青
年

達
が
笛
大
鼓
に
あ
わ
せ
て
、
荒
馬
を
先
頭
に
、
太
打
振
り
数
十
人
が
踊
り
、
そ
の
後

変
装
が
続
き
遅
く
ま
で
村
を
廻
る
。

現
在
は
虫
祭
が
な
く
な
っ
た
。
特
に
五
所
川
原
で
は
七
月
中
旬
頃
、
市
が
主
催

し
て
、
部
落
が
競
争
し
て
虫
祭
が
盛
ん
で
あ
る
。

，
０
ｌ
ｂ
１
日
■
■
凸
■
■
６
１
■
日
■
且
■
■
■
旬
日
■
■
Ｆ
１
■
■
●
■
８
日
■
▽
Ｇ
ｑ
ｌ
も
、
と
６
■
６
Ｆ
Ｂ
ｑ
Ｌ
ｇ
Ｆ
Ｅ
■
ｑ
■
■
■
Ⅱ
日
日
■
１
口
日
日
Ⅱ
Ｉ
■

嚇
湧
酎
・
・
‐
‐
。
．
。
．
．

●鳶
蔚
謹
蔦
“

■
■
■
ｇ
■
●
Ｇ
●
●
■
●
●
凸
Ｇ
■
Ｇ
凸
年
む
ら
９
●
■
①
■
４
■
●
●

。
■
叩
諌
や
一
朝
即
卸
鈩
即
“
願
い
Ｆ
砂
脚
鈩
酔
鋲
鎖
や
釦
帥
韓
一
韻
■

守
り
伊
凸
■
Ｇ
甲
Ｇ
■
■
①
●
Ｏ
ｑ
ｃ
ｑ
Ｂ
■
■
。
■

■
■
●
①
■
旬
Ｄ
■
Ｂ
①
■
Ｐ
●
毎
■
ｂ
●
③
■

９
甲
■
■
凸
■
■
●
■
■
句
叩
凸
■
●
叩
●

。
。
◇
振
蝸
曲
撰
雛
群
澱
、

鋒
ご

》
ｆ一

一
宮

を
毎
朝
夕
、
雨
の
日
も
風
の
日
も
、
か
か
さ

ず
水
浴
び
を
さ
せ
た
所
。
こ
と
に
田
か
き
時
期
は
、
泥
を
洗
い
落
し
た
馬
の
居
場

所
が
な
い
程
に
混
雑
し
た
も
の
で
あ
る
。

コ
ジ
ャ
ギ
タ
モ
デ
（
小
栗
崎
田
）
へ
出
る
橋
の
快
・
畑
中
奴
橋
の
挾
。
八
幡
様

橋
の
快
。
冷
水
か
ら
川
土
手
の
つ
き
当
り
。
古
町
シ
マ
グ
ヂ
（
嘉
瀬
タ
モ
デ
西
出

口
）
の
嘉
瀬
川
（
小
田
川
）
だ
け
に
五
ケ
所
。
オ
オ
ヒ
ゲ
更
正
橋
の
快
（
派
立
）
・

嘉
瀬
溜
池
（
渭
久
溜
池
）
・
工
藤
の
溜
池
（
小
学
校
南
東
側
）
等
、
数
多
く
の

マ
ア
ブ
ヒ
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

で
は
な
い
か
。

● 一qﾄ●●寺q暦価

私
達
が
嘉
瀬
を
語
る
時
に
農
業
が
あ
り
、
農
業
を
支
え
た
の
は
馬
で
あ
っ
た
の

は
な
い
か
。
そ
の
足
跡
も
人
々
の
記
憶
か
ら
消
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
も
、
過
ぎ
去
る
嘉
瀬
の
一
駒
で
あ
ろ
う
か
。

随かたりべ想
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