
ら
行

ら 

「
ふ
れ
あ
い
Ｔた

い

し

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
」
は
、
11
月が

つ

上じ
ょ
う

旬じ
ゅ
ん

に
太た

い

子し

・

和な
ご

み
の
広ひ

ろ

場ば

で
開か

い

催さ
い

さ
れ
る
、
太た

い

子し

町ち
ょ
う

の
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

青せ
い

少し
ょ
う

年ね
ん

健け
ん

全ぜ
ん

育い
く

成せ
い

強き
ょ
う

調ち
ょ
う

月げ
っ

間か
ん

の
一い

っ

環か
ん

と
し
て
開か

い

催さ
い

さ
れ
て
お

り
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
ほ
か
、
ミ
ニ
動ど

う

物ぶ
つ

園え
ん

や
模も

擬ぎ

店て
ん

、
ス
テ
ー
ジ
で
は
ダ
ン
ス
や
音お

ん

楽が
く

演え
ん

奏そ
う

な
ど
の
催も

よ
お

し
が
行お

こ
な

わ
れ
ま
す
。
多お

お

く
の
太た

い

子し

町ち
ょ
う

民み
ん

が
楽た

の

し
み
に
し
て
お
り
、
毎ま

い

年と
し

、
大だ

い

盛せ
い

況き
ょ
う

で
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

り 

林り
ん

光こ
う

寺じ

は
宝ほ

う

暦れ
き

8
年ね

ん

に
現げ

ん

在ざ
い

の
山や

ま

田だ

地ち

内な
い

に
再さ

い

建け
ん

さ
れ

た
お
寺て

ら

で
す
。
大お

お

晦み
そ

日か

に
は
近き

ん

隣り
ん

の
人ひ

と

々び
と

が
集あ

つ

ま
っ
て
除じ

ょ

夜や

の
鐘か

ね

を
撞つ

き
、
年と

し

越こ

し
を
知し

ら
せ
る
除じ

ょ

夜や

の
鐘か

ね

が
鳴な

り
響ひ

び

き

ま
す
。
除じ

ょ

夜や

の
鐘か

ね

は
多お

お

く
の
寺て

ら

で
１
０
８
回か

い

撞つ

か
れ
ま
す
が
、

１
０
８
の
数か

ず

の
由ゆ

来ら
い

は
、
人に

ん

間げ
ん

の
煩ぼ

ん

悩の
う

の
数か

ず

、
1
年ね

ん

間か
ん

を
表あ

ら
わ

す
、
四し

苦く

八は
っ

苦く

を
表あ

ら
わ

す
な
ど
複ふ

く

数す
う

の
説せ

つ

が
あ
り
ま
す
。

る 

角か
ど

屋や

と
は
、
竹た

け
の
う
ち内

街か
い

道ど
う

沿ぞ

い
の
春か

す
が日

に
あ
っ
た
由ゆ

い

緒し
ょ

あ

る
旅は

た

籠ご(

宿や
ど

屋や)

で
す
。
角か

ど

屋や

の
あ
っ
た
場ば

所し
ょ

は
竹た

け
の
う
ち内

街か
い

道ど
う

と
和い

ず
み泉

・
富と

ん

田だ

林ば
や
し

方ほ
う

面め
ん

か
ら
く
る
太た

い

子し

道み
ち

が
合ご

う

流り
ゅ
う

す
る
交こ

う

通つ
う

の
要よ

う

所し
ょ

と
な
っ
て
お
り
、
花は

な

見み

時ど
き

に
は
多お

お

く
の
人ひ

と

が
訪お

と
ず

れ
た

と
言い

わ
れ
て
い
ま
す
。
角か

ど

屋や

の
前ま

え

に
は
、
本ほ

ん

物も
の

の
馬う

ま

と
見み

間ま

違ち
が

え
る
ほ
ど
に
立り

っ

派ぱ

な
馬ば

像ぞ
う

が
置お

か
れ
て
お
り
、
街か

い

道ど
う

を
通と

お

る
馬う

ま

が
見み

惚ほ

れ
て
立た

ち
止ど

ま
っ
た
、
と
言い

わ
れ
て
い
ま
す
。

れ 

太た
い

子し

町ち
ょ
う

の
秋あ

き

の
風ふ

う

物ぶ
つ

詩し

、
竹た

け
の
う
ち内

街か
い

道ど
う

灯と
う

路ろ

祭ま
つ

り
と
同お

な

じ

日ひ

に
時じ

代だ
い

行ぎ
ょ
う

列れ
つ

が
行お

こ
な

わ
れ
ま
す
。
時じ

代だ
い

行ぎ
ょ
う

列れ
つ

と
は
、
聖し

ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

や
小お

の
の野

妹い
も

子こ

、
推す

い

古こ

天て
ん

皇の
う

な
ど
の
太た

い

子し

町ち
ょ
う

ゆ
か
り
の
歴れ

き

史し

上じ
ょ
う

の
人じ

ん

物ぶ
つ

に
扮ふ

ん

し
、
竹た

け
の
う
ち内

街か
い

道ど
う

を
練ね

り
歩あ

る

く
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

手て

作づ
く

り
の
古こ

代だ
い

衣い

装し
ょ
う

や
小こ

道ど
う

具ぐ

で
身み

を
包つ

つ

み
、
雅が

楽が
く

隊た
い

の
演え

ん

奏そ
う

の
中な

か

、
約や

く

1.5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道み

ち

の
り
を
歩あ

る

き
ま
す
。
整せ

い

然ぜ
ん

と
歩あ

る

く
そ
の
姿す

が
た

か
ら
、
当と

う

時じ

の
様よ

う

子す

が
思お

も

い
浮う

か
び
ま
す
。

ろ 

二に

上じ
ょ
う

山ざ
ん

は
町ま

ち

の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
え
る
山や

ま

で
、
ラ
ク
ダ

の
背せ

の
よ
う
な
二ふ

た

つ
の
頂い

た
だ
き(

雌め

岳だ
け

と
雄お

岳だ
け)

を
持も

ち
、
美う

つ
く

し

い
姿す

が
た

で
そ
び
え
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
「
ふ
た
か
み
や
ま
」

と
も
呼よ

ば
れ
、
万ま

ん

葉よ
う

集し
ゅ
う

に
も
詠う

た

わ
れ
る
な
ど
、
数か

ず

多お
お

く
の
歴れ

き

史し

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
彩い

ろ
ど

ら
れ
た
山や

ま

で
す
。
登と

山ざ
ん

初し
ょ

心し
ん

者し
ゃ

で
も

気き

軽が
る

に
楽た

の

し
む
こ
と
が
で
き
、
雌め

岳だ
け

山さ
ん

頂ち
ょ
う

か
ら
は
大お

お

阪さ
か

側が
わ

と

奈な

良ら

側が
わ

の
両り

ょ
う

方ほ
う

を
一い

ち

望ぼ
う

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ら
ん
ら
ん
と

ふ
れ
あ
い
Ｔた

い

し

Ａ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
に

で
か
け
よ
う

林り

ん

光こ
う

寺じ

年と
し

越こ

し
知し

ら
せ
る

除じ
ょ

夜や

の
鐘か

ね

類る

い

似じ

し
た

角か
ど

屋や

の
馬う

ま

は

客き
ゃ
く

寄よ

せ
に

歴れ

き

代だ
い

の

天て
ん

皇の
う

た
ち
が

道み
ち

を
行ゆ

く

ロ
マ
ン
の
せ

阪は
ん

奈な

を
一い

ち

望ぼ
う

二に

上じ
ょ
う

山ざ
ん


