


行
っ
た
こ
と
も
、
自
慢
話
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
こ
の
頃
望
ま
れ
て
村
の
某
家
と
、
宮
の
沢
の
某
家
に
各
々
婿
養
子

に
も
行
っ
た
が
、
い
づ
れ
も
数
か
月
で
離
縁
し
て
い
る
。
宮
の
沢
の
如
き

は
、
実
家
に
も
帰
ら
ず
小
さ
な
行
李
一
つ
を
担
い
で
、
山
を
越
え
カ
ゲ
（

東
郡
の
蟹
田
）
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
田
植
の
手
間
ど
り
を
し
て
、
ど
こ
へ

も
連
絡
も
せ
ず
一
か
月
も
雲
が
く
れ
し
て
い
た
と
い
う
、
お
よ
そ
婿
な
ど

に
は
向
き
そ
う
も
な
い
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。

声
が
よ
く
民
謡
が
得
意
で
あ
っ
た
。
上
京
し
て
同
級
生
で
も
あ
る
山
中

利
一
さ
ん
に
は
何
か
と
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
た
と
の
こ
と
、
こ
の
時

国
粋
団
体
に
関
係
し
た
り
、
全
国
の
民
謡
を
覚
え
る
の
に
励
ん
だ
と
い
う
、

ラ
ジ
オ
放
送
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
頃
で
、
全
国
各
地
を
民
謡
で
廻
っ

た
。
そ
し
て
広
島
と
熊
本
の
放
送
局
か
ら
民
謡
を
放
送
し
て
い
る
。
そ
の

頃
に
軍
の
特
務
機
関
な
ど
に
も
入
り
、
シ
ベ
リ
ヤ
、
中
国
な
ど
に
も
行
っ

た
。
こ
う
し
て
民
謡
で
世
界
を
漫
遊
し
よ
う
と
企
て
た
。
民
謡
の
漫
遊
、

そ
れ
に
尺
八
の
名
人
、
柔
道
の
師
範
と
三
人
で
出
か
け
る
こ
と
に
し
て

い
た
が
、
こ
れ
は
種
々
の
事
情
で
果
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
当
時
世
界
民
謡

行
脚
家
と
し
て
、
中
央
の
有
力
者
か
ら
贈
ら
れ
た
、
天
女
の
舞
う
金
箔
の

大
き
な
ど
ん
帳
は
、
目
を
見
張
る
程
豪
華
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後

は
本
名
（
嘉
七
郎
）
よ
り
も
漫
遊
の
名
前
で
、
皆
さ
ん
に
親
し
ま
れ
た
の

で
あ
る
。

時
に
、
家
の
屋
根
に
大
き
な
鷹
が
と
ん
で
来
た
と
い
わ
れ
る
幸
運
児
だ
』

と
そ
れ
を
と
て
も
誇
り
に
し
て
い
た
。

幼
少
の
頃
か
ら
腕
白
で
あ
っ
た
、
や
が
て
小
学
校
に
入
り
、
成
績
は
良

か
っ
た
け
れ
ど
も
、
腕
白
ぶ
り
は
増
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
う
と
う
先
生

も
あ
き
れ
て
『
お
前
は
も
う
学
校
に
来
な
く
て
も
よ
い
』
と
い
っ
て
卒
業

直
前
に
退
学
さ
せ
ら
れ
た
。
上
級
生
と
け
ん
か
し
て
腕
に
か
み
つ
い
た
こ

と
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。

貧
農
の
次
男
坊
で
あ
る
叔
父
は
、
当
時
四
年
制
の
小
学
校
を
終
っ
て
直

ち
に
実
社
会
に
出
る
、
十
一
の
春
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
家
業
の
手
伝
い
、

そ
れ
か
ら
近
く
に
あ
っ
た
造
り
酒
屋
に
奉
公
に
出
た
、
十
五
の
時
で
あ
る
、

酒
屋
に
使
は
れ
て
か
ら
は
力
も
強
く
な
り
、
九
斗
の
米
は
い
つ
で
も
担
ぐ

こ
と
が
で
き
た
、
ま
た
酒
に
も
当
然
強
く
な
り
、
一
升
は
足
り
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
そ
の
当
時
の
若
者
は
、
米
の
二
俵
担
ぎ
や
、
酒
の
一
升
飲
み
は

そ
ん
な
に
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
。

叔
父
漫
遊
は
八
十
二
才
で
亡
く
な
っ
た
、
も
う
七
年
に
な
る
。
叔
父
の

若
い
頃
と
い
っ
て
も
二
十
代
ま
で
の
こ
と
は
、
後
半
私
が
本
人
や
親
た
ち

か
ら
聞
い
た
話
で
あ
る
。
生
前
叔
父
は
口
ぐ
せ
の
よ
う
に
『
私
が
生
れ
た

叔
父
は
二
十
代
に
な
っ
て
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
や
、
樺
太
の
漁
場
に
雇
い
売

り
（
出
稼
ぎ
）
に
出
か
け
た
。
何
年
も
続
け
て
行
き
若
干
の
貯
え
も
で
き

た
の
で
、
帰
郷
し
て
母
親
を
連
れ
て
上
方
（
関
東
、
関
西
方
面
）
見
物
に
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千
歯
扱
き
の
出
現
は
元
禄
、
享
保
（
一
六
九
○
’
一
七
三
○
）
の
頃

で
今
か
ら
二
百
七
、
八
十
年
前
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
扱
箸

で
な
さ
れ
、
二
本
の
竹
で
二
、
三
本
の
稲
を
は
さ
み
、
力
を
加
減
し
な

が
ら
籾
を
脱
粒
し
た
が
、
枝
梗
が
切
れ
て
完
全
に
籾
に
な
ら
な
い
こ
と

も
多
く
、
何
よ
り
も
労
力
を
要
し
た
。
年
貢
の
収
納
に
間
に
あ
わ
せ
る

た
め
に
苦
労
し
た
。
そ
れ
が
そ
の
三
倍
能
率
を
も
つ
千
歯
扱
き
が
大
阪

で
使
わ
れ
、
五
十
年
ほ
ど
の
間
に
全
国
に
普
及
し
た
。
昭
和
初
期
ま
で

千
歯
扱
き
は
使
用
さ
れ
た
。
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お
堂
に
祀
ら
れ
て
あ
る
地
蔵
尊
と
五
輪
塔
は
、
転
々
と
し
て
場
所
が
移

り
変
っ
て
現
在
に
至
っ
た
も
の
で
、
古
老
達
の
説
を
総
合
す
れ
ば
四
回
目

の
場
所
に
当
た
っ
て
い
る
。
地
蔵
尊
と
五
輪
塔
が
最
初
に
発
見
さ
れ
た
場

所
は
、
現
在
の
お
堂
よ
り
北
西
に
当
た
る
湯
の
沢
川
を
隔
て
た
通
称
北
の

沢
と
称
す
る
高
台
の
場
所
に
安
置
さ
れ
、
周
囲
に
は
臼
百
合
を
植
え
て
あ

っ
た
と
い
う
。
即
ち
百
合
の
根
は
昔
か
ら
精
進
料
理
に
用
い
た
も
の
で
、

当
時
は
食
用
も
兼
ね
て
い
た
。

百
合
は
多
年
草
で
あ
る
か
ら
、
一
族
が
死
に
絶
え
て
も
年
々
歳
々
花
を

咲
か
せ
て
霊
を
慰
め
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
植
え
残
し
た
の
だ
と
い
う
。

今
で
は
最
初
植
え
た
あ
た
り
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
そ
こ
こ
こ
に

僅
か
残
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
百
合
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
。

湯
の
沢
に
生
え
て
い
る
百
合
を
勝
手
に
掘
れ
ば
罰
が
あ
た
っ
て
目
が
見

え
な
く
な
る
。
ま
た
掘
り
出
し
て
村
に
持
ち
帰
っ
て
植
え
て
も
決
し
て
花

が
咲
か
な
い
。
こ
の
百
合
は
白
色
で
花
び
ら
が
大
き
く
、
野
性
に
し
て
は

珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。

地
蔵
尊
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

う
し
）
で
あ
っ
て
、
方
形
は
地
を
、
円
形
は
水
を
、
三
角
形
は
火
を
、
半

月
形
は
風
を
、
団
形
は
空
を
あ
ら
わ
し
、
こ
の
五
輪
塔
は
密
教
で
説
く
宇

宙
の
生
成
要
素
で
あ
る
五
大
を
か
た
ど
る
と
と
も
に
、
そ
の
宇
宙
の
根
源

で
あ
る
大
日
如
来
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
尊
崇
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
初
め
は
そ
の
形
が
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
、
堂
仏
造
顕
の
記

念
や
死
者
追
福
の
た
め
に
五
輪
塔
が
建
立
さ
れ
た
が
、
の
ち
に
は
舎
利
塔

や
墓
標
な
ど
、
他
の
信
仰
的
な
も
の
に
そ
の
形
を
か
た
ど
る
よ
う
に
な
っ

五
輪
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

墓
標
に
こ
の
形
を
か
た
ど
る
こ
と
は
、
平
安
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
（
一

○
○
○
’
一
、
三
○
○
）
に
か
け
て
流
行
し
、
も
っ
ぱ
ら
石
で
造
ら
れ
こ

ん
に
ら
各
地
に
そ
の
遺
品
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

ま
た
こ
ん
に
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
卒
塔
婆
（
そ
と
ば
）
の
輪
郭
も
こ
の

た
、
と
云
わ
れ
て
い
る
。

地
蔵
尊
と
五
輪
塔
と
百
合<一一斗O壁一ヶ

湯の沢五輪塔

（
一
、

昔
、
嘉
瀬
村
の
人
達
が
、
湯
の
沢
の
地
蔵
尊
は
国
有
林
の
嘉
瀬
地
内
に

あ
る
の
だ
か
ら
村
の
東
端
に
あ
る
薬
師
堂
へ
合
祀
せ
ん
も
の
と
、
草
相
撲

の
選
手
達
数
名
で
湯
の
沢
へ
参
り
、
地
蔵
尊
と
五
輪
の
塔
を
解
体
し
、
か

わ
る
が
わ
る
背
負
っ
て
村
近
く
ま
で
来
た
と
こ
ろ
が
最
後
の
休
み
場
で
、

い
ざ
出
立
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
軽
々
と
背
負
わ
れ
て
き
た

地
蔵
尊
が
急
に
重
く
な
り
、
一
歩
も
歩
け
な
く
な
っ
た
。

こ
れ
は
地
蔵
尊
が
元
の
場
所
か
ら
離
れ
る
の
を
嫌
っ
て
い
る
た
め
で
あ

ろ
う
と
み
ん
な
で
考
え
直
し
、
早
速
前
の
場
所
に
引
き
返
し
た
と
語
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
。五

輪
塔
に
つ
い
て

◎
お
堂
の
後
を
硫
黄
華
が
咲
く
、
湯
の
川
が
流
れ
て
い
る
。
飯
詰
村
出
身

で
奥
谷
良
助
と
い
う
寺
大
工
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
信
仰
の
あ
つ
い
人
で
、

し
か
も
技
工
の
優
れ
た
人
で
あ
っ
た
が
、
健
康
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
の
で

種
々
薬
餌
を
用
い
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
湯
の
沢
流
域
に
冷
泉
が
湧
き
、

湯
花
が
浮
い
て
い
る
の
を
見
た
の
で
、
川
原
に
湯
つ
ぼ
を
掘
っ
て
入
湯
し

て
み
た
と
こ
ろ
、
非
常
に
効
能
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
他
の
病
人
に
も
す

す
め
た
と
こ
ろ
全
快
す
る
者
が
沢
山
あ
っ
た
。
ラ
イ
病
や
眼
病
の
人
も
沢

山
来
る
よ
う
に
な
り
蕊
附
近
の
村
々
で
も
評
判
が
高
く
な
っ
た
。

信
仰
の
篤
い
彼
は
、
こ
れ
み
な
地
蔵
様
の
御
利
益
の
然
ら
し
む
る
と
こ

か
ら
し
し

ろ
な
り
と
、
自
分
で
心
を
こ
め
て
唐
獅
子
を
彫
刻
し
て
正
面
に
飾
り
つ
け

た
が
、
そ
れ
は
見
事
な
出
来
栄
え
で
あ
っ
た
。

五
輪
塔
を
探
し
当
て
る
に
は
時
間
を
要
し
た
暗
い
地
蔵
堂
の
中
に
地

蔵
尊
と
一
緒
に
手
拭
で
頬
か
む
り
し
、
赤
い
着
物
を
着
せ
ら
れ
て
い
た
。

や
っ
と
発
見
し
た
と
き
、
こ
れ
は
六
輪
塔
で
は
な
い
か
。
又
、
三
段
目

の
字
が
本
（
誤
読
か
も
）
と
な
っ
て
い
る
の
も
お
か
し
い
。
別
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
疑
問
を
生
じ
た
が
、
結
論
は
湯
の
沢
の

五
輪
塔
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
も
そ
も
五
輪
塔
と
は
、
下
部
か
ら
方
形
、
円
形
、
三
角
形
、
半
月
形
、

団
形
を
積
み
重
ね
た
塔
を
い
う
。
こ
の
五
つ
の
形
は
密
教
の
標
幟
（
ひ
ょ

※
硫
黄
霊
泉

塔五 輪
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良
助
は
最
後
ま
で
こ
こ
に
留
ま
り
、
遂
に
山
中
で
死
亡
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
が
、
亡
く
な
っ
た
の
は
、
明
治
十
二
、
三
年
頃
ら
し
い
と
い
う
。

そ
の
後
西
村
平
吉
氏
が
数
十
年
間
客
舎
二
軒
を
も
っ
て
沸
し
湯
を
経
営

し
相
当
賑
わ
っ
た
が
、
不
便
な
所
な
の
で
さ
び
れ
、
昭
和
二
十
四
年
客
舎

を
取
り
こ
わ
し
た
と
い
わ
れ
る
。

今
で
も
風
呂
小
屋
が
あ
り
、
薪
が
山
と
積
ま
れ
て
い
る
。
誰
が
行
っ
て

も
す
ぐ
湧
か
し
て
入
れ
る
よ
う
に
、
次
に
く
る
人
の
た
め
に
準
備
し
て
帰

る
信
者
の
道
で
あ
ろ
う
か
。

お
堂
の
前
は
、
掃
き
清
め
ら
れ
、
草
む
し
り
さ
れ
、
花
壇
ま
で
出
来
上

っ
て
い
る
。
そ
の
花
壇
の
中
に
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
あ
る
。

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

古
川
キ
ン
湯
の
沢
地
蔵
尊
に
心
を
捧
ぐ

古
川
キ
ン
氏
医
師
に
身
離
さ
れ
死
を
覚
悟
し
、
ひ
と
り
水
行
し
、
湯
の

す
が

沢
地
蔵
尊
に
槌
り
奇
し
く
も
全
治
さ
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
一
一
十
数
年
間
仏

の
慈
悲
に
感
謝
し
境
内
の
草
を
小
毫
り
、
木
の
根
を
起
し
信
者
を
按
じ
て
自

ら
枯
木
を
集
め
、
心
身
の
修
行
を
指
導
さ
れ
て
き
た
お
姿
に
感
銘
し
こ
の

碑
を
刻
む
。

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
一
十
八
日

…

蕊蕊篝
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昭和20年第2次世界大戦後の嘉瀬と，戦前の嘉瀬とは様相がガラリ変った。のんびりと

馬の背にまたがり田圃に通い，ジョンガラ節が流れた展村風景も，自家用車・トラックが縦
さ衷釧わ

横に田圃の中を走るようになった昭和も59年，様変りした嘉瀬の一角をスケッチしてみ

た。

スケッチルポきのした清一

、

、~

鍛
冶
町
・
本
町
の
ガ
キ
大
将
連
中
は
、

夏
に
な
る
と
シ
ョ
コ
ド
（
招
魂
堂
）
に

泳
ぐ
に
行
く
。
ト
ヅ
ナ
の
実
を
食
べ
て
、
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識

ソ
マ
ピ
ト

山
で
働
ら
く
津
軽
の
杣
人
に
は
、
し
て
は
な
ら
な
い
山
の
オ
キ
テ
が
あ

っ
た
。山

小
屋
の
中
で
、
口
笛
を
吹
く
と
、
山
の
神
が
き
ら
う
と
い
っ
て
、
酒

を
飲
ん
で
、
さ
わ
ぎ
た
て
て
も
口
笛
だ
け
は
吹
か
な
か
っ
た
と
い
う
。

ソ
マ
ピ
ト

昔
か
ら
山
で
作
業
を
す
る
杣
人
は
、
山
に
入
っ
て
、
し
て
は
な
ら
な
い

山
の
オ
キ
テ
が
あ
っ
た
。

焚
火
の
火
付
け
に
は
、
ト
リ
コ
柴
や
カ
バ
の
皮
を
使
い
、
ヒ
バ
の
葉
は

絶
体
に
も
や
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
を
破
れ
ば
山
の
神
が
怒
っ
て
ケ
ガ
人
が
出
た
。

ま
た
、
使
わ
な
く
な
っ
た
橇
や
、
鉈
の
柄
、
鋸
の
サ
ャ
を
焚
火
に
す
る

こ
と
を
山
の
神
が
き
ら
う
の
で
、
焚
き
木
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

、、

｡～～－~で~
一

ル

軍軍

I

焚
火
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①オ
キ
テ
ー

口

口
び
る
を
紫
に
し
て
、
日
長
一
日
甲
羅

干
し
を
し
た
も
の
で
、
忠
魂
碑
は
観
音

山
ス
キ
ー
場
に
移
転
。
跡
地
に
は
嘉
瀬

農
協
の
倉
庫
が
建
っ
た
。
五
所
川
原
道

ラ
イ

の
雷
樹
（
ポ
プ
ラ
）
並
木
、
今
は
な
い
。
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