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さ
く
ら
ゐ
川                       

がんばれ こどもみこし！ 
昨年の春祭は数十年に一度の陽気に恵まれ、梅も桜も水仙も満開の中を神輿は進み

ました。写真に収められた方も多かったことでしょう。 
転じて今年は例年以上に寒く、桜の花の下で･･･とはいかなそう。 
そんな年毎の気候には関係なく、いつも元気なのは子どもたち。集まれば笑顔と歓

声であたりはパーッと明るくなります。 
島田の春と未来は、きっとこどもみこしに乗ってやって来るのでしょうね。 

 

四
月
六
日
の
春
祭
に
向
け
て
、
総
代
と
神
輿
世
話
人
が

中
心
と
な
り
各
団
体
に
も
ご
協
力
を
呼
び
か
け
、
神
輿
担

ぎ
手
の
勧
誘
を
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
年
は
日

曜
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
初
め
て
の
方
や
若
い
方
に
も

多
く
参
加
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
次
代

を
担
う
人
達
に
、
島
田
の
伝
統
文
化
に
主
体
的
に
関
わ
っ

て
い
た
だ
く
良
い
機
会
で
す
。
氏
子
の
皆
さ
ま
に
は
か
さ

ね
て
ご
理
解
ご
と
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

新
体
制
二
年
目
の
春
祭 

春
祭
日
程
（
時
間
的
に
区
切
り
と
な
る
場
所
を
記
し
ま
し

た
。
神

の
行
程
は
例
年
通
り
で
す
。） 

輿

:

〇
〇 

祭
典
執
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八

 
:

三
〇  

神
輿

仕
者
集
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学
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五
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三
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〇 
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一
一

 
 
:

三
〇 

御
行
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一
二:

〇
〇 

郷

内
（
こ
こ
か
ら
車
で
高
橋
、
林
へ
移
動
） 

主

:

二
〇 
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:

三
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毘
沙
門
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舘
島
田
公
民
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（
空
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 ）
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〇
〇 

公
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行
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） 
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三
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:

三
〇 

原 
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）
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三
〇 

発
輿

二
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神
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連
行
） 

:

〇
〇 

神
社
（
一
旦
還
幸 

空
腹

 

（

:

一
〇 

川
原 

一
五

 
 
:

三
〇 

鐘
撞

（
胴
上

 

二
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分
か
れ
） 

堂

げ

:

〇
〇 

神
社 

還
幸

 

一
六

祭

 
 
:

三
〇 

終
了 

直
会 
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Ｑ 

な
ん
で
担
ぐ
の
？ 

神
社
マ
メ
知
識 

～ 

春
祭
・
神
輿
と
く
し
ゅ
う 

 ～

担
ぎ
手
勧
誘
し
お
り
『み
こ
し
を
担
ご
う
』か
ら
抜
粋
掲
載 

 

Ｑ 

春
祭
っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？ 

Ａ 

お
日
髙
さ
ん
の
一
番
大
き
な
お
祭
。
ち
ょ
う
ど
種
ま
き

や
芽
生
え
の
こ
ろ
に
当
り
ま
す
。
鎮
守
神
さ
ま
に
た
く

さ
ん
の
お
供
え
物
を
し
て
、
そ
の
年
が
お
だ
や
か
で
、
作

物
が
豊
か
に
実
り
ま
す
よ
う
に
と
願
っ
て
、
部
落
こ
ぞ
っ

て
お
祈
り
し
ま
す
。

の
お
礼
が
秋
の
新
嘗
祭
で
す
。 

そ

 

み
こ
し
っ
て
何
？ 

ＱＡ 

み
こ
し
は
漢
字
で
「
神
輿
」
。
「
神
」
は
も
ち
ろ
ん
神
様
の

こ
と
で
、
「
輿
」
は
尊
い
方
を
お
乗
せ
す
る
も
の
。
つ
ま
り

神
様
を
お
乗
せ
す
る
も
の
＝
神
様
の
乗
り
物
で
す
。 

Ｑ 

み
こ
し
は
い
つ
か
ら
あ
る
の
？ 

Ａ 

い
つ
か
ら
か
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
江
戸

時
代
に
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
ま

た
。 

し

Ｑ 

ど
う
し
て
み
こ
し
を
出
す
の
？ 

Ａ 

み
こ
し
が
出
る
こ
と
を
渡
御
（と
ぎ
ょ
）と
い
い
ま
す
。
神

社
で
お
祭
り
を
し
た
上
さ
ら
に
、
神
様
に
直
接
、
各
部
落

に
お
越
し
い
た
だ
い
て
、
家
々
や
田
畑
を
実
際
に
ご
覧
い

た
だ
き
、
さ
ら
に
大
き
な
ご
加
護
と
恵
み
を
お
願
い
す

る
。
そ
れ
が
神
輿
渡
御
の
目
的
で
す
。 

Ａ 

神
様
を
お
連
れ
す
る
の
に
、
い
ち
ば
ん
て
い
ね
い
な
方
法

は
、
部
落
の
人
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で
お
運
び
申
し
上

げ
る
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
手
で
、
に

ぎ
や
か
に
お
連
れ
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
神
様
が
お
喜
び

に
な
り
、
た
く
さ
ん
の
恵
み
が
い
た
だ
け
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
適
度
に
ゆ
す
る
こ
と
に
よ
り
ご
神
威

が
増
す
と
い
わ
れ
ま
す
。
神
ご
と
は
年
配
者
の
役
目
で
は

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
だ
け
は
若
者
が
代
わ
っ
て
ご
奉
仕
し
、

元
気
に
担
い
で
、
多
く
の
ご
加
護
を
願
う
の
で
す
。 

Ｑ 

み
こ
し
の
通
る
道
が
決
ま
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
？ 

Ａ 

歴
史
的
な
こ
と
は
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
今
の
順
路
は
島
田
の
各
部
落
を
一
巡
す
る
の

に
ち
ょ
う
ど
い
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ま
た
、
神
輿
渡
御

の
道
筋
は
簡
単
に
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
今
の
順
路
は
、
遠
い
遠
い
ご
先
祖
様
か
ら
の

渡
御
の
道
な
の
で
す
。 

           

Ｑ 

何
箇
所
か
で
決
ま
っ
て
休
む
け
ど
？ 

Ａ 

お
こ
し
か
け
ば
（
御
輿
掛
場
）
と
い
い
ま
す
。
神
輿
が
一

日
で
全
戸
を
ま
わ
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と
無
理
で
す
。
そ
こ
で

部
落
の
人
た
ち
が
そ
の
場
所
に
集
ま
っ
て
お
祭
り
を
し
、

お
参
り
す
る
の
で
す
。
部
落
の
神
社
が
あ
っ
た
り
、
旧
家

の
屋
敷
だ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歴
史
あ
る
場
所
で
す
。 

Ｑ 

香
取
神
社
の
み
こ
し
と
一
緒
に
ま
わ
る
の
は
な
ぜ
？ 

Ａ 

熱
日
髙
彦
神
社
を
中
心
に
、
香
取
神
社
と
鹿
島
神
社
が

ま
つ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、
お
祭
り
の
神
輿
も
お
日
髙
さ
ん

の
神
輿
に
香
取
・鹿
島
さ
ん
の
神
輿
が
お
供
し
た
の
で
し

ょ
う
。
現
在
は
鹿
島
神
社
の
神
輿
は
参
加
せ
ず
、
二
社
の

神
輿
の
連
幸
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
一
説
に
、
お
日
髙

さ
ん
が
男
神
様
で
、
香
取
社
が
女
神
様
。
男
女
の
神
様
が

春
の
種
ま
き
を
前
に
お
会
い
に
な
り
、
一
年
の
繁
栄
の
源

を
お
授
け
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
鐘
撞
堂
の
所
で

別
れ
際
に
行
わ
れ
る
胴
上
げ
は
勝
っ
た
方
が
豊
作
に
な

る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
輿
の
軽
い
香
取
社
の
方
が

一
歩
譲
る
の
が
慣
わ
し
の
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
他

は
あ
ま
り
例
の
な
い
特
徴
で
す
。 

 

境
内
社
蚕
養
嶺
神
社
は
「
蚕
を
養
う
」
と
標
記
さ

れ
養
蚕
の
神
さ
ま
と
し
て
崇
敬
を
集
め
て
き
た
わ
け

で
す
が
、
本
来
は
山
の
神
や
農
耕
神
の
性
格
も
兼
ね

備
え
て
い
る
と
以
前
に
書
き
ま
し
た
。 

に

Ｑ 

女
性
の
参
加
は
？ 

他
の
地
区
の
人
は
ダ
メ
な
の
？ 

こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
コ
ビ
ミ
ネ
の
読
み
は
ほ
ん
ら

い
コ
マ
ユ
ミ
ネ
で
、
地
名
の
コ
マ
ガ
ミ
ネ
に
つ
な
が

る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
注
目
し
た
い
の
が
「
馬
の
神

さ
ま
」「
姫
君
と
馬
」
で
、
こ
れ
は
岩
手
県
な
ど
に
伝

先
日
、
新
地
の
駒
ヶ
嶺
に
鎮
座
す
る
子
眉
嶺
（
コ

ビ
ミ
ネ
）
神
社
に
参
拝
し
た
と
き
に
、 

Ａ 

女
性
も
参
加
頂
け
ま
す
し
、
他
区
の
方
で
も
趣
旨
に
賛

同
し
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
大
歓
迎
で
す
。 

蚕
養

こ
が
い

嶺 み
ね

神
社

じ
ん
じ
ゃ

小
考 

・
ご
祭
神
が
同
じ 

・
馬
の
守
護
神
と
し
て
も
崇
敬
さ
れ
た 

・
姫
君
と
馬
の
は
な
し
が
伝
わ
っ
て
い
る 
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と
に
馬
の
顔
に
似
た
虫
＝
蚕
を
の
こ
し
た
と
い
う
言

い
伝
え
）
に
つ
な
が
る
も
の
で
し
ょ
う
。
境
内
社
の

コ
ガ
イ
ミ
ネ
も
本
来
コ
マ
ユ
ミ
ネ
で
あ
り
、
ゆ
え
に

蚕
の
神
さ
ま
と
さ
れ
た
と
も
想
像
で
き
ま
す
。
女
性

が
主
体
と
言
う
点
も
、
オ
シ
ラ
サ
マ
ア
ソ
ビ
（
馬
の

首
の
形
の
棒
に
布
を
着
せ
る
習
俗
）
を
女
性
が
行
う

こ
と
に
共
通
し
ま
す
。 

わ
る
オ
シ
ラ
サ
マ
信
仰
（
馬
と
良
い
仲
に
な
っ
た
娘

が
、
切
ら
れ
た
馬
の
首
と
と
も
に
天
に
の
ぼ
り
、
あ 

小
さ
な
お
社
（
お
や
し
ろ
）
で
は
あ
り
ま
す
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
が
重
な
っ
て
い
る
ゆ
え
に
、
多
く

の
崇
敬
を
集
め
て
き
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

「
夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜
～
」。
蚕
養
嶺
神
社
の 

                 

ま
た
、
八
十
八
夜
に
登
拝
し
た
と
い
わ
れ
る
大
森

山
は
、
昨
年
の
育
成
会
と
大
森
会
に
続
き
、
二
月
に

斎
藤
仁
、
門
馬
忠
男
両
氏
の
協
力
で
さ
ら
に
切
り
払

わ
れ
ま
し
た
。
初
夏
に
は
一
面
に
山
つ
つ
じ
が
咲
き

誇
り
気
持
ち
の
良
い
登
山
が
楽
し
め
ま
す
。 

三
月
の
半
ば
と
い
う
の
に
、
雪
が
ち
ら
つ
き
真
冬

並
み
の
日
々
が
続
き
春
の
気
配
は
ま
だ
ま
だ
と
思
わ

れ
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
道

端
で
は
オ
オ
イ
ヌ
フ
グ
リ
の
う
す
青
色
の
花
も
多
く

な
り
、
里
山
で
は
稲
穂
の
よ
う
な
マ
ン
サ
ク
の
花
も

咲
き
は
じ
め
、
確
か
に
季
節
は
進
ん
で
い
る
。 

例
祭
日
、
八
十
八
夜
は
五
月
二
日
に
な
り
ま
す
。
豊 

作
を
祈
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

  
お
日
髙
さ
ん
の
自
然
⑤ 

 

  

      

フ
キ
の
花
芽･･･

蕗 ふ
き

の
薹 と

う 

さ
て
、
早
春
の
山
野
草
と
し
て
親
し
み
深
い
蕗
の

薹
が
あ
る
。
前
の
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
次
の
年

の
花
芽
が
つ
く
ら
れ
る
。
十
一
月
頃
に
は
大
き
く
な

っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
利
用
で
き
る
。
フ
キ
は
最
も

種
類
数
の
多
い
キ
ク
科
植
物
で
あ
り
、
菊
や
タ
ン
ポ

ポ
な
ど
と
同
じ
仲
間
で
あ
る
。
雌
花
を
咲
か
せ
種
子

を
つ
く
る
雌
株
と
、
花
粉
を
つ
く
る
雄
花
の
咲
く
雄

株
の
区
別
が
あ
り
、
雌
雄
異
株
（
し
ゆ
う
い
し
ゅ
）
の
植

物
（
例
え
ば
キ
ュ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
な
ど
）
で
あ
る
。 

大森山から伊具盆地を望む 

花
が
終
わ
る
と
、
雌
株
は
花
茎
が
三
〇
～
八
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
も
伸
び
タ
ン
ポ
ポ
の
よ
う
な
白
い

冠
毛
が
目
立
つ
。
一
方
、
雄
株
は
花
茎
が
二
〇
～
三

〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
し
か
伸
び
ず
、
花
茎
は
早
め

に
枯
れ
て
し
ま
う
。 

余
談
だ
が
、
フ
キ
は
、
日
本
で
は
九
世
紀
頃
か
ら

ウ
ド
や
ミ
ツ
バ
、
セ
リ
と
と
も
に
数
少
な
い
日
本
原

産
の
野
菜
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
現
在
の
主
な

生
産
地
は
、
愛
知
と
大
阪
で
あ
る
。
蕗
の
薹
が
開
き

は
じ
め
る
と
、
や
が
て
本
格
的
な
山
菜
の
シ
ー
ズ
ン

も
近
い
。 

 
 
 
 
 

（
文
／
小
島
和
夫
氏
） 
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名
誉
宮
司
黒
須
い
よ
の
氏
逝
去 

 
史
上
初
の
女
性
宮
司
と
し
て
戦
後
乗
り
切
る 

 

去
る
二
月
一
九
日
熱
日
髙
彦
神
社
の
黒
須
い
よ
の
名
誉
宮

司
が
逝
去
し
、
二
月
二
五
日
に
当
神
社
と
社
家
黒
須
家
の
合

同
本
葬
が
島
石
公
園
に
お
い
て
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

戦
後
の
思
想
混
乱
の
中
、
定
雄
前
宮
司
の
戦
死
を
う
け
潔

く
初
の
女
宮
司
と
な
り
、
神
社
の
急
を
救
っ
た
上
に
五
〇
年

奉
仕
の
中
で
神
社
興
隆
に
尽
く
さ
れ
た
黒
須
い
よ
の
刀
自
命

に
対
し
て
皆
さ
ま
と
と
も
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
心

を
受
継
い
で
今
後
の
神
社
経
営
に
邁
進
致
し
ま
す
の
で
、
よ

ろ

ご
協
力
、ご
指

く

さ

よ

お

い

し

す
。 

通
夜
を
含
め
八
百
人
に
近
い
会
葬
者
は
、
前
夜
の
雪
の
融

け
た
春
泥
と
、
風
花
の
舞
う
中
、
当
地
区
と
し
て
は
珍
し
い

厳
か
な
神
葬
に
よ
り
、
お
別
れ
を
し
ま
し
た
。
名
誉
宮
司
は

享
年
九
十
三
歳
、
当
神
社
奉
仕
五
〇
年
。
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
、

神
社
に
対
す
る
悪
宣
伝
に
よ
る
人
心
の
迷
い
の
中
で
、
史
上

初
の
女
宮
司
と
し
て
神
社
を
守
り
、
今
日
の
女
性
神
職
の
道

し
る
べ
と
な
っ
た
と
い
う
功
績
に
よ
っ
て
、
神
職
身
分
二
級

上
と
神
社
本
庁
表
彰
規
定
に
よ
り
表
彰
を
受
け
て
い
ま
す
。 

こ
の
度
二
月
二
五
日
に
島
石
公
園
に
お
い
て
斎
行
致
し
ま

し
た
当
神
社
故
黒
須
い
よ
の
名
誉
宮
司
の
当
神
社
と
社
家
黒

須
家
の
合
同
本
葬
に
際
し
、
大
変
お
寒
い
中
、
わ
ざ
わ
ざ
ご

参
列
い
た
だ
き
、
心
か
ら
な
る
弔
意
を
お
示
し
く
だ
さ
い
ま

し
て
ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

御  

礼 

し
く

導

だ

る

う

願

致

ま

 
 

熱
日
髙
彦
神
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宮 

司 
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須
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総

長

佐

藤

庄
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代
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員  
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三
日 

憲
法
記
念
日 

○社
□頭

◇あ
○れ
□こ

◇れ 

つ
つ
が
な
く
新
春
の
迎
え 

平
成
十
五
年
の
正
月
行
事
は
お
か
げ
さ
ま
で
全
て
つ

つ
が
な
く
斎
行
で
き
ま
し
た
。 

午
前
零
時
の
歳
旦
祭
は
、
大
型
ス
ト
ー
ブ
二
台
と
座
布

団
で
、
少
し
は
暖
か
く
（
？
）
参
列
い
た
だ
け
た
の
で
は

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
日
中
に
社
殿
も
授
与
所
も
開

い
て
い
な
い
の
は
寂
し
い
こ
と
で
、
さ
っ
そ
く
来
年
の
課

題
と
致
し
ま
す
。 

各
家
の
神
棚
を
お
祭
す
る
「
お
ひ
ま
ち
」
は
、
な
る
べ

く
ご
希
望
の
日
に
う
か
が
え
る
よ
う
努
力
い
た
し
ま
し

た
。
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
参
列
い
た
だ
け
た
ご
家
庭
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

斎
火
祭
の
晩
は
い
つ
に
な
く
暖
か
で
、
そ
の
せ
い
も
あ

っ
て
か
平
日
に
も
関
わ
ら
ず
例
年
以
上
の
参
拝
者
で
賑

わ
い
ま
し
た
。
一
一
〇
体
も
の
和
紙
灯
籠
の
ご
奉
納
、
ま

た
各
方
面
の
皆
さ
ま
に
ご
助
力
い
た
だ
き
、
無
事
盛
大
に

行
で
き
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

斎

  

社 
 

暦 

頭

 

一
日 

月
次
祭 

四
月

 
 
 

六
日 

春
季
例
大
祭
・
神
輿
渡
御 

 
 

九
日 

み
ど
り

日
（
昭
和
天
皇
誕
生
日
） 

二

の

五
月 

一
日 

月
次
祭 

 
 

二
日 

蚕
養
嶺
神
社
例
祭 

八
十
八
夜 

 
 
 

五
日 

端
午
の
節
句 

こ
ど
も
の
日 

六
月

 
 

三
〇
日 

水
無
月
大
祓 

 
 
 

六
日 

立
夏 

 

一
日 

月
次
祭 

 

《
編
集
後
記
》 

神
輿
担
ぎ
の
継
承
に
は
皆
様
に
ご
支
持
い
た
だ
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
が
、「
神
輿
の
ほ
か
に
も
、続
け
て
い
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
行
事
や
習
俗
が
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い

う
ご
指
摘
も
少
な
か
ら
ず
い
た
だ
き
ま
す
。そ
の
と
お
り
で
、

社
寺
に
限
ら
ず
、
各
家
や
地
区
で
の
色
々
な
祭
事
や
慣
わ
し

が
そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
や
集
ま
り
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
伝
え
ら

れ
て
は
じ
め
て
、地
域
独
自
の
伝
統
・
文
化
が
育
ま
れ
ま
す
。

▼
一
方
「
生
活
が
成
り
立
っ
て
こ
そ
な
の
で
、
そ
ち
ら
を
優

先
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
切
実
な
話
。
こ
れ
に
は
や
む

な
し
と
納
得
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
可
能
な
範
囲
で
協
力

し
あ
わ
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
▼
お
日
髙
さ
ん
は
伊
具

郡
で
最
も
古
く
千
数
百
年
の
歴
史
を
有
し
ま
す
。
つ
ま
り
島

田
は
そ
れ
ほ
ど
に
永
く
誇
れ
る
歴
史
と
文
化
の
郷
な
の
で
す

が
、
そ
れ
は
、
幾
度
も
の
盛
衰
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
そ
の

時
代
に
応
じ
先
人
が
知
恵
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
現
在
に
ま
で

伝
え
て
き
た
の
で
し
ょ
う
▼
何
故
そ
う
し
て
こ
ら
れ
た
の
か
。

お
そ
ら
く
「
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
大
切
な
も
の
を
子
孫
に

伝
え
て
い
く
」
と
い
う
気
持
が
心
の
底
に
に
あ
っ
た
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
▼
年
々
に
枝
葉
を
整
え
な
が
ら
、
常
に
幹
に
も

心
を
配
り
、
年
月
を
か
け
て
大
樹
を
ま
も
り
育
て
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
▼
神
社
で
は
今
、
多
く
の
課
題
に
つ
い
て
、

そ
の
場
限
り
で
な
く
未
来
を
見
据
え
た
中
で
取
り
組
ん
で
行

こ
う
と
い
う
模
索
が
始
ま
っ

 

て
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
読
め
る http://hitaka.org

 


