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熱
日
髙
彦
神
社
創
祀
千
九
百
年
記
念 

社
殿
並
境
内
修
繕
十
一
月
竣
工
予
定 

御
神
体
を
社
務
所
か
ら
本
殿
へ
お
遷
し
す
る
正

遷
座
祭
と
工
事
完
成
を
奉
告
申
し
上
げ
る
竣
工
奉

告
祭
が
来
月
二
十
二
、
二
十
三
日
に
迫
り
ま
し
た
。 

日
本
武
尊
が
東
征
の
折
当
地
を
訪
れ
、
聖
地
を

選
び
天
孫
を
お
祀
り
し
て
か
ら
ま
も
な
く
千
九
百

年
。
慶
節
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
先
ず
手
が
け
た

社
殿
と
境
内
の
修
繕
整
備
工
事
が
、
予
定
通
り
竣

工
で
き
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、

新
嘗
祭
に
併
せ
て
次
の
通
り
斎
行
い
た
し
ま
す
。 

正
遷
座
祭 

十
一
月
二
十
二
日
（
水
） 

午
後
六
時
よ
り 

竣
工
奉
告
祭
十
一
月
二
十
三
日
（
木
・
祝
日
） 

午
前
十
一
時
よ
り 

仮
遷
座
祭
よ
り
充
実
し
た
厳
粛
な
正
遷
座
祭
、

竣
工
奉
告
祭
の
盛
儀
を
氏
子
崇
敬
者
こ
ぞ
っ
て
味

わ
い
た
く
思
い
ま
す
。
ま
た
、
御
神
体
を
お
遷
し

す
る
前
に
、
修
繕
さ
れ
た
社
殿
内
を
皆
さ
ん
に
ぜ

ひ
ご
覧
頂
き
た
い
と
も
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

詳
細
は
あ
ら
た
め
て
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

事
業
だ
よ
り 

ご
浄
財
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

篤
志
奉
賛
徐
々
に 

更
な
る
お
呼
掛
け
を 

 

氏
子
内
に
お
願
い
し
た
こ
の
度
の
記
念
事
業
費

奉
賛
金
は
、
各
地
区
の
総
代
さ
ん
た
ち
を
通
じ
て

順
調
に
寄
せ
ら
れ
、
平
成
二
十
年
春
迄
に
、
目
標

額
を
超
え
て
ま
と
ま
る
方
向
に
運
ん
で
い
ま
す
。

心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
予
想
以
上
の

社
殿
の
傷
み
に
よ
る
掛
り
増
し
等
あ
り
、
篤
志
の

奉
賛
を
お
願
い
し
て
お
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
に
先
駆
け
て
、
漏
れ
聞
い
た
崇
敬
者
か
ら

ご
奉
賛
い
た
だ
く
な
ど
し
て
お
り
、
予
想
を
こ
え

た
志
に
、
有
難
さ
と
、
あ
ら
た
め
て
ご
神
威
の
大

き
さ
を
感
じ
て
い
る
次
第
で
す
。
現
在
、
氏
子
区

域
内
外
篤
志
家
に
呼
び
か
け
て
い
る
寄
付
に
つ
い

て
も
、
崇
敬
者
、
事
業
者
、
取
り
子
、
縁
故
者
な

ど
か
ら
幅
広
く
奉
賛
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

当
初
、
参
拝
者
が
百
段
強
の
表
坂
石
段
を
上
っ

て
参
拝
し
、
一
休
み
す
る
場
所
や
便
所
も
欲
し
い

と
い
う
こ
と
で
始
ま
っ
た
事
業
で
し
た
が
、
第
一

次
の
社
殿･

境
内
の
整
備
修
復
に
つ
づ
き
、
第
二
次

と
し
て
の
参
拝
者
向
け
施
設
等
の
事
業
も
方
向
性

が
見
え
て
き
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
を
い
っ
そ
う
可
能
に
す
る
た
め
、
改
め
て

皆
様
の
お
心
当
た
り
の
崇
敬
者
に
お
呼
び
掛
け
を

お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 
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九
月
節
供
は
新
暦
十
月
三
十
日 

今
年
の
稔
り
を
祝
う
祭 

「
お
節
供
」
と
し
て
家
々
の
神
棚
や
祠
に
幣
束
を
立

て
、
お
供
物
を
供
え
て
お
祝
い
す
る
九
月
節
供
は
旧

暦
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
通
常
の
暦
で
今
年
は
十
月

三
十
日
。
今
年
は
七
月
が
閏
（
う
る
う
）
で
二
回
あ
っ
た

た
め
、
去
年
よ
り
二
十
日
ほ
ど
遅
れ
ま
し
た
。 

｢

節
供｣

は
元
々
、
月
日
に
同
じ
奇
数(

陽)

の
数
字

が
並
ぶ
神
聖
な
日
で
す
。
一
月
一
日(
七
日)

、
三
月

三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
九
月
九
日
が
い
わ

ゆ
る｢

節
（
せ
ち
）｣

で
す
。
元
日(

七
日
は
人
日)
、
上
巳
、

端
午
、
七
夕
、
重
陽
の
五
節
供
で
、
夫
々
楽
し
い
日
。 

中
で
も
重
陽
の
節
句
の
九
月
九
日
は
、
作
物
、
こ

と
に
稲
の
穫
り
入
れ
と
大
き
く
関
っ
て
い
ま
す
。
新
米

の
ご
飯
を
稲
つ
と
に
入
れ
て
、
家
の
神
々
、
氏
神
様
に

お
供
え
し
て
き
ま
し
た
。
穫
り
入
れ
が
間
に
合
わ
な

い
と
き
は
、
そ
れ
に
合
せ
て
上
げ
ま
し
た
。
象
徴
の
菊

花
も
新
暦
の
九
月
で
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
の
で
す
。 

七
五
三
詣
は
例
年
通
り 

 

 

十
一
月
十
二
日
を
目
安
に 

 

今
年
の
七
五
三
詣
は
十
一
月
十
二
日
の
日
曜
日

を
中
心
に
準
備
い
た
し
ま
す
。 

十
一
月
十
五
日
に
氏
神
様
に
子
供
の
成
長
を
奉

告
し
て
、
さ
ら
に
ご
加
護
を
い
た
だ
く
よ
う
に
お

参
り
す
る
の
が
本
来
の
七
五
三
詣
で
の
姿
で
す
。

し
か
し
寒
冷
な
当
地
で
は
、
で
き
る
だ
け
早
い
、

暖
か
い
う
ち
に
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

幼
稚
園
や
学
校
、
親
の
お
勤
め
等
を
考
慮
す
る
と
、

せ
い
ぜ
い
十
一
月
十
二
日
の
日
曜
日
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

実
際
は
そ
れ
よ
り
早
く
、
十
月
末
頃
か
ら
申
込

み
が
あ
り
、
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
早
め

に
神
社
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
年
は
そ

の
時
期
、
神
様
は
ま
だ
社
務
所
の
御
神
座
に
お
い

で
で
す
の
で
、
社
務
所
で
お
参
り
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

社 

頭 

あ 
れ 

こ 

れ 

今
年
だ
け
の
特
別
な
夏
祭 

社
務
所
仮
御
座
所
を
中
心
に 

長
か
っ
た
梅
雨
が
明
け
夏
本
番
を
迎
え
た
八
月
五
日
、

夏
季
例
祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。 

工
事
に
伴
い
、
御
神
体
が
社
務
所
の
仮
御
座
所
に
お
鎮

ま
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
境
内
広
場
が
使
用
で
き
な
い
こ

と
な
ど
か
ら
、
今
年
の
夏
祭
は
社
務
所
を
中
心
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
仮
殿
で
例
祭
を
行
っ
た
記
録
は
過
去
に
見
当
た

り
ま
せ
ん
。
お
祭
広
場
も
車
祓
所
に
設
定
。
神
賑
行
事
は

初
め
て
カ
ラ
オ
ケ
大
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
戸
惑
い
も
あ

り
ま
し
た
が
、
景
品
も
配
ら
れ
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
今

年
か
ぎ
り
の
夏
祭
は
、
特
別
な
趣
が
あ
り
、
新
た
な
可
能

性
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
例
年
と
変
わ
ら
ぬ
ご
協

力
を
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

  

        

黒
須
貫
禰
宜
神
職
身
分
二
級
に
昇
進 

 

当
神
社
黒
須
貫
禰
宜
が
九
月
十
日
付
で
神
職
身
分
二

級
に
昇
進
し
、
二
十
日
神
社
廳
で
伝
達
式
が
あ
り
ま
し
た
。

式
に
は
総
代
長
も
同
行
、
厳
粛
な
う
ち
に
廳
長
か
ら
証

書
が
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。 

二
級
に
な
る
と
袴
が
紫
、
正
装
の
袍
（ほ
う

）
の
色
が
赤
に

な
り
、
冠
も
紋
が
入
り
ま
す
。
勤
務
年
数
や
成
績
の
外
、

神
社
や
社
会
、
神
社
界
へ
の
貢
献
度
な
ど
を
考
慮
し
て
与

え
ら
れ
る
身
分
で
す
。
昇
給
の
基
礎
条
件
は
多
く
の
神
職

が
持
っ
て
い
ま
す
が
、
最
も
早
い
時
期
の
授
与
と
な
り
ま
し

た
。
氏
子
の
皆
様
の
ご
協
力
の
賜
物
で
す
。 

 

神
殿
で
の
奉
告
は
新
嘗
祭
に
併
せ
て
行
い
ま
す
。 
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上
棟
祭
な
ど
に
奥
様
方
の
ご
協
力 

 

八
月
十
日
、

幣
殿
上
棟
祭

を
行
い
ま
し
た
。

夏
祭
後
の
あ
わ

た
だ
し
い
斎
行

で
し
た
が
、
支

え
て
下
さ
っ
た

の
が
総
代
さ
ん

と
そ
の
奥
様
方
。
今
回
は
佐
藤
敬
子
、
佐
藤
末
子
、
渡
部

幸
代
、
佐
藤
光
子
さ
ん
ら
が
、
前
日
の
餅
つ
き
よ
り
ご
協

力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
限
ら
ず
、
神
社
の
諸
祭
典
は
、

総
代
さ
ん
の
奥
様
方
や
、
有
志
ご
婦
人
に
よ
り
賄
わ
れ
て

お
り
ま
す
。 

 

お
宮
参
り 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

一
区 

齋
藤 

 

修 

さ
ん 

直
美
さ
ん 

「
心
待
ち
に
し
た

女
の
子
。
う
れ
し

さ
は
言
葉
で
言
い

あ
ら
わ
せ
ま
せ
ん
。

元
気
で
や
さ
し
い

子
に
育
っ
て
欲
し

い
と
願
っ
て
い
ま

す
。
」 

 

？
？ 

神
社
Ｑ
＆
Ａ 

？
？
？
？
？
？
？
？
？
？
？ 

Ｑ 

神
さ
ま
に
お
供
え
す
る
も
の
を
教
え
て
下
さ
い 

Ａ 

地
鎮
祭
な
ど
の
時
、
何
を
お
供
え
し
た
ら
い
い
の
か
聞

か
れ
ま
す
。
祭
に
は
必
ず
、
神
殿
や
神
棚
で
は
そ
の
前
に
、

そ
れ
以
外
に
は
神
様
を
お
迎
え
す
る
御
幣
（
ご
へ
い
＝

へ
い
そ

く
）
の
前
に
、
お
料
理
を
お
上
げ
し
ま
す
。
今
は
調
理
前
の

形
で
お
供
え
し
ま
す
。 

神
様
の
お
供
え
は｢

神
饌
（し
ん
せ
ん
）｣

と
よ
び
、
基
本
の

品
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。 

饌
米(

白
米
一
升
て
い
ど) 

神
酒(

お
酒
一
升
て
い
ど) 

鏡
餅(

重
ね
餅
、
だ
い
た
い
は
紅
白) 

掛
魚(

尾
頭
付
、
鱗
の
あ
る
魚
、
赤
色
が
多
い) 

掛
鳥(

羽
毛
の
ま
ま
の
鳥
、
ま
た
は
卵) 

海
菜(

海
藻
等
、
海
産
の
干
物
が
主) 

野
菜(

季
節
の
も
の) 

果
実(
季
節
の
も
の) 

菓
子(
特
に
決
り
な
く
、
色
香
を
考
慮
し
て) 

塩
水(

塩
と
水) 

家
庭
の
祭
で
は
こ
の
中
か
ら
事
情
に
応
じ
、
神
さ
ま
に
お

上
げ
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
上
等
の
物
を
準
備
し
ま
す
。 

で
は
な
ぜ
神
様
に
食
物
を
お
供
え
す
る
の
で
し
ょ
う
？ 

衣
食
住
は
生
活
の
条
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
な
か
で

も
食
物
は
生
き
る
た
め
の
必
須
条
件
で
す
。 

た
と
え
ば
、
毎
朝
神
棚
に
お
水
を
上
げ
ま
す
。
「
活
き

る
」
は
舌
に
水
を
含
む
の
意
味
。
水
こ
そ
生
活
条
件
の
極
み
。

神
様
に｢

今
日
も
お
陰
様
で
、
家
族
皆
元
気
に
生
き
て
い

く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
お
守
り
下
さ
い
。｣

と

い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
た
、
最
低
限
の｢

神
饌｣

な
の
で
す
。 

家
々
の
屋
敷
神
様
を｢

お
稲
荷
さ
ん｣

と
も
お
呼
び
し

ま
せ
ん
か
。
稲
荷
さ
ま
は｢

保
食(

う
け
も
つ
の)

神｣

と
称
し
、

主
に
食
物
の
神
様
で
す
。
実
は
屋
敷
神
様
は
ご
先
祖
様
で

す
。
祖
先
の
神
様
は
い
つ
も
子
孫
の
食
物
、
つ
ま
り
生
活
を

お
守
り
下
さ
っ
て
い
る
と
い
う
事
な
の
で
す
。 

そ
の
食
物
が
こ
ん
な
に
豊
か
に
頂
け
て
い
ま
す
と
神
様

に
お
示
し
し
、
感
謝
す
る
の
が
お
祭

の
本
義
で
す
。
神
饌
は
お
祭
の
中
で

も
っ
と
も
大
切
な
も
の
な
の
で
す
。 

神
饌
は
、
も
と
も
と
は
直
ぐ
食
べ

ら
れ
る
形
に
調
理
し
て
お
供
え
し
た

よ
う
で
す
。
そ
れ
を
、
神
様
と
一
緒

に
食
べ
る
の
が｢

直
会(

な
お
ら
い)｣

。
神

様
の
お
恵
み
を
共
に
い
た
だ
く
わ
け

で
す
。
神
饌
は
今
で
は
生
の
ま
ま
供

え
る
の
が
常
で
す
が
、
調
理
し
た
形

で
供
え
て
い
る
神
社
も
あ
り
ま
す
。
明
神
講
や
葬
祭
、
霊

祭(

法
要)

の
折
に
は
現
在
で
も
調
理
し
た
お
膳
の
形
で
供

え
ら
れ
ま
す
。 

な
お
、
直
会
で
神
主
は
神
様
の
分
を
代
っ
て
食
べ
た
も
の

の
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
神
主
を｢

別
当
（べ
っ
と
う

）
さ
ん｣

と
呼

ぶ
の
だ
と
言
う
人
が
い
ま
す
。
本
義
で
は
な
い
に
し
ろ
、
う

な
ず
け
ま
す
。
お
供
え
を
神
様
に
お
上
げ
す
る
意
味
で
神

主
に
渡
す
の
で
す
ね
。 

な
お
、
家
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
が
あ
っ
て
今
が
あ
る
。
家
々

に
し
き
た
り
が
あ
れ
ば
、
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。  
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長
女
美み

怜れ
い

ち
ゃ
ん 



お
日
髙
さ
ん
の
自
然
⑲ 

モ 

ミ 

（
マ
ツ
科
） 

十
月
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
キ
ノ
コ
の
シ
ー
ズ
ン
も
終
り
に

近
づ
く
。
こ
の
頃
に
な
っ
て
毎
年
遅
く
出
る
キ
ノ
コ
が
顔
を

出
す
。
身
近
で
大
抵
の
人
が
知
っ
て
い
る
代
表
的
な
の
が
ム

ラ
サ
キ
シ
メ
ジ
と
ア
カ
モ
ミ
タ
ケ
〈
ア
カ
ハ
ツ
〉
。
ア
カ
モ
ミ
タ

ケ
は
ご
存
知
の
通
り
、
モ
ミ
の
木
の
周
り
に
発
生
す
る
。
一

般
に
モ
ミ
の
大
木
が
残
っ
て
い
る
山
は
古
く
、
人
の
手
に
よ

っ
て
撹
乱
さ
れ
て
い
な
い
場
所
で
あ
る
。
キ
ノ
コ
採
り
に
と
っ

て
目
標
の
一
つ
と
考
え
て
よ
い
。 

 

角
田
市
内
で
モ
ミ
の
原
生
地
と
い
う
と
斗
蔵
山
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
熱
日
髙
彦
神
社
も
昭
和
二
十
年
代
ま
で
は

境
内
林
を
モ
ミ
の
古
木
が
覆
っ
て
い
た
し
、
今
日
で
も
モ
ミ

の
大
木
が
目
立
つ
。
と
こ
ろ
で
モ
ミ
は
マ
ツ
科
の
な
か
ま
で

あ
る
が
、
そ
の
生
態
も
形
態
も
か
な
り
違
う
。
モ
ミ
や
シ
ラ

ビ
ソ
な
ど
の
モ
ミ
属
で
は
、
若
い
球
果
（
マ
ツ
ボ
ッ
ク
リ
の
よ

う
な
物
）
で
も
乾
燥
す
る
と
果
鱗
（
外
側
の
う
ろ
こ
状
の
も

の
）
が
外
れ
落
ち
て
し
ま
い
、
標
本
づ
く
り
に
苦
労
す
る
が
、

こ
れ
が
モ
ミ
属
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。 

モ
ミ
は
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
な
ど
に
使
わ
れ
る
の
で
親
し

み
や
す
く
、
子
供
で
も
知
っ
て
い
る
。
大
木
に
な
る
と
高
さ

が
三
五
〜
四
〇
㍍
、
幹
の
直
径
が
一
．
五
〜
二
㍍
に
及
ぶ

常
緑
針
葉
樹
で
あ
る
。
若
い
枝
の
先
端
は
鋭
く
二
つ
に
裂

け
て
い
る
。
花
季
は
五
月
。
雄
花
は
前
年
枝
の
葉
腋
（
茎
の

一
部
、
葉
の
付
着
点
の
す
ぐ
上
）
に
一
個
ず
つ
ぶ
ら
下
が
っ

て
開
花
す
る
。
雌
の
球
果
は
前
年
枝
の
葉
腋
か
ら
出
る
短

い
枝
に
単
生
し
、
黄
緑
色
で
直
立
し
て
付
き
、
同
じ
年
の

十
月
に
は
成
熟
し
て
褐
色
に
な
る
。
本
州
の
岩
手
、
秋
田

以
南
〜
屋
久
島
以
北
に
分
布
す
る
。
暖
帯
針
葉
樹
林
の

主
要
な
樹
種
で
あ
る
。
材
は
白
く
柔
ら
か
で
、
パ
ル
プ･

器

具
材
、
当
地
で
は
建
材
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
た
。 

一
般
的
に
は
、
特
に
広
く
棺
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
工
作
し
や
す
く
、
土
葬
で
は
早
く
腐
る
か
ら
と
い

う
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（文
／
小
島
和
夫
氏
） 

☆
☆
☆
☆ 

ご
奉
納
・ご
奉
仕 

☆
☆
☆
☆ 

◎
米
、
魚
、
野
菜
、
果
実
な
ど
奉
納 

各
区 

神
社
総
代
各
位
（
夏
季
例
大
祭
） 

一
区 

齋
藤
實
、
佐
藤
雅
邦
、
只
野
吉
次
、
赤
坂
敏
栄
、 

黒
須
嘉
次
男
、
木
幡
市
郎
、
佐
藤
幸
男
、
畑
栄
一
、 

佐
藤
俊
一
、
只
野
律
子
、
赤
坂
武
雄
、
只
野
亨
、 

齋
藤
松
子
、
齋
藤
正
次
郎
、
齋
藤
茂
夫
、
赤
坂
誠 

二
区 

戸
村
賢
治
、
只
野
政
義
、
渡
辺
郷
司 

三
区 

佐
藤
善
一
、
三
品
久
志
、
小
野
勝
、
戸
村
勝
美 

四
区 

佐
藤
武
覚
夫 

七
区 

荒
井
兼
子 

大
張 

菅
沼
昭
男 

◎
境
内
整
備
な
ど
奉
仕 

各
区 

神
社
総
代
各
位
（
事
業
に
伴
う
境
内
整
備
等
） 

一
区 

山
家
隆
（
境
内
整
備
な
ど
） 

二
区 

渡
辺
郷
司
（
境
内
整
備
）
竹
内
政
夫
（
道
路
補
修
） 

三
区 

佐
藤
善
一
、
佐
藤
勝
征
、
佐
藤
善
通
（
境
内
整
備
） 

 
 
 

 

社 

頭 

暦 

十
月 

一
日 

月
次
祭 

六
日 

ご
縁
日 

三
十
日 

重
陽
節
句(

旧
九
月
九
日) 

十
一
月
一
日 

月
次
祭 

六
日 

ご
縁
日 

一
二
日 

七
五
三
詣 

二
二
日 

正
遷
座
祭 

二
三
日 

新
嘗
祭 

竣
工
奉
告
祭 

十
二
月
一
日 

月
次
祭 

六
日 

ご
縁
日 

三
一
日 

大
祓 

越
年
祭 

 

編
集
後
記 

工
事
も
い
よ
い
よ
大
詰
め
。
先
日
総
代
さ
ん

に
拝
殿
の
洗
浄
と
広
場
の
柵
作
り
を
ご
奉
仕
い
た
だ
き
ま

し
た
。
進
捗
状
況
を
気
に
か
け
お
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
る

方
も
い
ま
す
。「
で
き
る
こ
と
は
自
分
た
ち
で
」
と
い
う
姿

勢
が
こ
の
事
業
を
可
能
に
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
▼
「
お

宮
参
り
」
は
新
し
く
氏
子
に
な
る
こ
と
、
即
ち
地
域
の
仲

間
入
り
を
す
る
こ
と
で
す
。
新
し
い
命
を
皆
で
お
祝
い
し
、

育
ん
で
い
き
た
い
と
、
紹
介
欄
を
も
う
け
ま
し
た
。 

第５９号          さ  く  ら  ゐ  川        平成１８年１０月１５日 （４） 


