
2 令和4年8月

―
ま
ず
は
、
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の

紹
介
を
お
願
い
し
ま
す
。

館�

長　

大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
ほ

ほ
え
み
プ
ラ
ザ
３
階
に
あ
り
ま
す
。
こ

の
施
設
の
向
か
い
に
あ
る
土
蔵
風
の
建

物
と
よ
く
間
違
え
ら
れ
ま
す
。
ほ
ほ
え

み
プ
ラ
ザ
の
建
物
内
に
あ
る
の
が
資
料

館
、
向
か
い
の
土
蔵
は
収
蔵
庫
。
収
蔵

庫
に
は
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
貴
重
な
農
具
や
生
活
用
品
、
史
料
な

ど
を
細
か
く
整
理
分
類
し
て
保
管
し
て

い
ま
す
。
収
蔵
庫
は
普
段
開
放
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
歴
史
民
俗
資
料
館
は
水

曜
日
か
ら
日
曜
日
ま
で
開
館（
※
17
ペ
ー

ジ
「
資
料
館
だ
よ
り
」
参
照
）
し
て
お
り
、

無
料
で
ど
な
た
で
も
見
学
し
て
い
た
だ

け
ま
す
。
常
設
展
示
室
と
企
画
展
示
室

と
に
分
か
れ
、
常
設
展
は
大
口
町
の
古

代
か
ら
の
歴
史
の
流
れ
を
わ
か
り
や
す

く
目
で
見
て
体
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
企
画
展
は
年
４
回
、
テ
ー

マ
に
沿
っ
た
展
示
を
お
こ
な
い
ま
す
。

　

町
内
の
お
子
さ
ん
は
「
施
設
見
学
」

や
「
ま
ち
た
ん
け
ん
」
で
一
度
は
訪
れ

た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
大
人

の
方
は
存
在
を
ご
存
じ
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。
た
だ
今
、夏
の
企
画
展
「
卒

業
証
書
が
で
き
る
ま
で　

～
「
出
雲
民

藝
紙
」
の
つ
く
り
か
た
～
」
が
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
見
に
来

て
く
だ
さ
い
。

―
資
料
館
の
展
示
の
ほ
か
、
保
育
園
や
小
・

中
学
校
へ
出
張
し
て
大
口
町
の
歴
史
を
伝

え
る
活
動
が
歴
史
文
化
教
育
事
業
の
一
つ

の
柱
で
す
ね
。こ
の
事
業
が
始
ま
っ
た
き
っ

か
け
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
？

西�

松　

こ
の
事
業
が
始
ま
る
前
も
、
学
芸

員
の
立
場
と
し
て
、
地
域
の
皆
さ
ん
に

町
の
歴
史
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

機
会
を
た
び
た
び
い
た
だ
い
て
い
ま
し

た
。
主
に
老
人
ク
ラ
ブ
な
ど
、
現
役
を

引
退
さ
れ
た
60
代
、
70
代
の
地
域
活
動

で
中
心
と
な
っ
て
い
る
世
代
の
方
に「
地

元
の
文
化
遺
産
に
つ
い
て
」
の
お
話
を

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。
地
元
の

文
化
遺
産
と
は
、
例
え
ば
史
跡
や
遺
跡
、

伝
承
、
寺
社
や
石
造
物
な
ど
身
の
ま
わ

り
に
あ
る
「
古
い
モ
ノ
」
で
す
が
、
地

元
の
事
柄
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

意
外
に
も
「
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
実
感
し
ま
し

た
。
現
在
の
60
代
か
ら
70
代
は
現
役
時

代
（
高
度
経
済
成
長
期
）、
仕
事
を
猛

烈
に
忙
し
く
こ
な
し
て
こ
ら
れ
た
方
や

引
っ
越
し
て
町
内
に
住
ま
わ
れ
た
方
が

多
く
、
口
伝
え
で
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う

な
伝
承
や
地
域
文
化
な
ど
に
触
れ
る
機

会
が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 ▲西松賢一郎学芸員

過
去
の
歴
史
か
ら
未
来
を
ひ
も
と
く

大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の

歴
史
文
化
教
育
事
業

過
去
の
歴
史
か
ら
未
来
を
ひ
も
と
く

大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の

歴
史
文
化
教
育
事
業

　

平
成
29
年
よ
り
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
で
始
ま
っ
た
歴
史
文
化
教
育
事
業
。

事
業
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
資
料
館
か
ら
町
内
の
保
育
園
と
小
・
中
学

校
へ
職
員
が
出
向
き
、
郷
土
の
歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
ま
す
。
近
年

は
す
っ
か
り
定
着
し
、
子
ど
も
た
ち
も
自
分
の
住
む
ま
ち
の
歴
史
の
お
話
を
楽

し
み
に
待
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
特
集
は
、
出
張
授
業
を
お
こ
な
う
資
料
館
の
丹
羽
俊
尚
館
長
と
西
松

賢
一
郎
学
芸
員
に
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。（
以
下
、
敬
称
略
）

　

平
成
29
年
よ
り
大
口
町
歴
史
民
俗
資
料
館
で
始
ま
っ
た
歴
史
文
化
教
育
事
業
。

事
業
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
、
資
料
館
か
ら
町
内
の
保
育
園
と
小
・
中
学

校
へ
職
員
が
出
向
き
、
郷
土
の
歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
ま
す
。
近
年

は
す
っ
か
り
定
着
し
、
子
ど
も
た
ち
も
自
分
の
住
む
ま
ち
の
歴
史
の
お
話
を
楽

し
み
に
待
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
特
集
は
、
出
張
授
業
を
お
こ
な
う
資
料
館
の
丹
羽
俊
尚
館
長
と
西
松

賢
一
郎
学
芸
員
に
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。（
以
下
、
敬
称
略
）



3令和4年8月

そ
の
結
果
、
代
を
重
ね
る
ご
と
に
地
元

の
歴
史
文
化
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
傾

向
が
み
ら
れ
る
の
で
す
。
小
さ
な
地
域

の
文
化
や
歴
史
は
住
民
同
士
の
絶
え
間

な
い
交
流
に
よ
っ
て
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
、
こ

の
ま
ま
で
は
い
つ
か
地
域
の
履
歴
（
歴

史
）
が
絶
え
て
し
ま
う
と
感
じ
ま
し
た
。

そ
の
流
れ
を
少
し
で
も
く
い
止
め
る
た

め
、
老
若
男
女
問
わ
ず
、
地
元
の
歴
史

や
文
化
を
知
っ
て
い
た
だ
く
お
手
伝
い

が
で
き
れ
ば
と
始
め
た
の
が
こ
の
事
業

で
す
。

―
な
る
ほ
ど
。
確
か
に
、
日
本
の
大
き
な

歴
史
は
何
年
間
も
学
校
で
習
い
ま
す
が
、

地
域
の
小
さ
な
歴
史
は
小
学
校
の
短
い
期

間
に
ほ
ん
の
少
し
習
っ
て
終
わ
る
の
で
、

大
人
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い

と
い
う
の
が
現
実
で
す
ね
。
親
や
祖
父
母

か
ら
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
い
つ
か
消

え
て
い
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

館�

長　

歴
史
文
化
教
育
事
業
の
う
ち
、
特

に
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
、
思
考
が

柔
軟
で
感
受
性
の
豊
か
な
時
期
に
お
こ

な
う
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
住
ん
で
い

る
ま
ち
を
好
き
に
な
っ
て
、
自
分
の
ふ

る
さ
と
と
し
て
愛
着
を
持
て
る
よ
う
な

願
い
を
こ
め
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

―
子
ど
も
た
ち
相
手
に
お
話
し
す
る
わ
け

で
す
が
、
興
味
を
も
っ
て
も
ら
う
た
め
の

工
夫
は
あ
り
ま
す
か
？

西�

松　

発
達
段
階
に
応
じ
た
内
容
を
心
掛

け
て
い
る
の
で
、
相
手
の
年
齢
で
話
し

方
、
伝
え
方
を
変
え
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
保
育
園
児
か
ら
小
学
校
低
学
年
に

向
け
て
は
、
言
葉
で
表
す
よ
り
五
感
に

訴
え
た
方
が
記
憶
に
残
る
の
で
、
小
道

具
を
用
意
し
て
子
供
の
素
直
な
驚
き
や

感
動
を
誘
っ
て
い
ま
す
。
明
治
元
年
に

入
鹿
池
の
堤
防
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ

り
大
口
町
で
も
多
数
の
死
者
が
出
た「
入

鹿
切
れ
」
を
説
明
す
る
と
き
は
、
実
際

の
波
の
高
さ
を
「
３
メ
ー
ト
ル
」
と
言

葉
で
表
す
よ
り
も
、竿
と
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー

プ
を
使
っ
た
小
道
具
を
持
ち
上
げ
て
高

さ
を
表
し
、
目
で
見
え
る
形
に
し
た
方

が
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
「
わ
ぁ
」
と

い
う
驚
き
の
声
が
上
が
り
ま
す
。

　

長
松
寺
に
、
汗
を
か
い
て
住
民
に
危

機
を
知
ら
せ
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る

「
汗
か
き
地
蔵
」
が
あ
り
ま
す
が
、
実

際
の
お
地
蔵
さ
ま
は
地
上
約
４
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
に
鎮
座
し
て
い
て
正
確
な
大

き
さ
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
97
セ
ン
チ
と
い
う
実
寸
大
の
紙
を

持
っ
て
い
っ
て
園
児
に
自
分
の
身
長
と

比
べ
て
も
ら
う
と
、「
僕
と
同
じ
く
ら
い

だ
！
」
と
笑
顔
で
親
近
感
を
持
っ
て
記

憶
に
残
し
て
く
れ
ま
す
。

　

裁さ
い
だ
ん
ば
し

断
橋
の
擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
（
大
口
町
出
身
の

堀
尾
金
助
（
堀
尾
吉
晴
の
息
子
）
の
母

の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
）
の
お
話
を

す
る
と
き
は
、
資
料
館
に
あ
る
実
寸
大

の
レ
プ
リ
カ
を
持
っ
て
い
き
実
際
の
大

き
さ
を
目
で
見
て
も
ら
い
ま
す
。
必
ず
、▲丹羽俊尚館長

▲大口町歴史民俗資料館（ほほえみプラザ３階）▲大口町文化財収蔵庫

▲北保育園で水害の高さを説明



4 令和4年8月

「
思
っ
た
よ
り
大
き
い
！
」
と
い
う
感
想

を
も
ら
い
ま
す
。
実
物
は
名
古
屋
市
博

物
館
に
あ
る
の
で
、「
ほ
ん
も
の
を
見
に

行
き
た
い
」
と
い
う
お
子
さ
ん
も
必
ず

何
人
か
い
ま
す
よ
。

　

小
学
校
高
学
年
に
な
る
と
地
図
を
読

み
と
っ
た
り
史
跡
の
意
味
を
理
解
で
き

る
の
で
、
映
像
や
写
真
を
使
っ
て
今

と
昔
の
違
い
や
移
り
変
わ
り
を
見
比
べ

て
、
未
来
の
大
口
町
の
こ
と
を
自
分
な

り
に
考
え
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。

館�

長　

西
松
学
芸
員
の
お
話
は
、
子
ど
も

が
「
何
で
か
な
？
」
と
疑
問
に
思
う
こ

と
を
上
手
に
盛
り
込
ん
で
組
み
立
て
て

い
ま
す
。
子
ど
も
は
好
奇
心
が
旺
盛
な

の
で
、
な
ん
で
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と

に
対
し
て
は
と
こ
と
ん
話
の
続
き
を
知

り
た
が
る
。
後
か
ら
わ
か
り
や
す
い
解

説
で
そ
の
答
え
が
判
明
す
る
と
、「
そ
う

だ
っ
た
ん
だ
！
」
と
い
う
驚
き
と
感
動

で
記
憶
に
残
る
。
ま
た
、
自
分
の
住
ん

で
い
る
地
元
の
話
と
い
う
の
が
、
よ
り

興
味
を
引
い
て
い
る
よ
う
で
す
。「
あ
、

そ
こ
（
そ
れ
）
知
っ
て
る
！
」
と
い
う

話
が
出
て
く
る
と
、
集
中
し
て
聞
い
て

く
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

西�

松　

工
夫
と
い
え
ば
、
謎
解
き
や
ゲ
ー

ム
の
攻
略
の
よ
う
な
、
先
が
知
り
た
く

（年少から年長）

（年少から年長）

裁断橋ものがたり・堀尾跡公園
あせかき地蔵・長松寺

堀尾吉晴のまちづくり （２年生）大口中学校

まちの古墳・故郷の偉人 堀尾吉晴
まちのうつりかわり
おおぐち文化遺産マスターになろう
航空写真を使ったまちの様子
むかしのどうぐ
むかしばなし読み聞かせ

（６年生）

（５年生）

（４年生）

（３年生）

（３年生）

（２年生）

北小学校

（６年生）

（５年生）

（３年生）

故郷の偉人 堀尾吉晴
ほたるがいた頃の大口町
むかしのどうぐ

西小学校

（６年生）

（５年生）

（５年生）

（５年生）

（３年生）

故郷の偉人 堀尾吉晴
ふるさと大口100年のあゆみ
「裁断橋物語」について
姉妹校交歓会（白鳥小学校）
むかしのどうぐ

南小学校

（年中・年長）

（年中・年長）

入鹿切れ・六部橋の石碑
小口城

北保育園

（年少から年長）

（年少から年長）

やまんばものがたり・徳林寺
白山ふれあいの森・仁所野遺跡

西保育園

南保育園

堀尾吉晴のまちづくり （２年生）学校大口中学大口中学

令和４年度 歴史文化教育事業 予定

堀尾吉晴公

善光寺塚古墳

小口城址

徳林寺（別名は山姥寺）

読み聞かせ（汗かき地蔵）

読み聞かせ（山姥物語）獅子狛犬（余野神社）

鋳鉄地蔵菩薩立像（長松寺）

裁断橋

白山古墳群・仁所野遺跡

入鹿切れ慰霊碑（六部橋）

白鳥小学校交歓会

にしょの

ちゅうてつちゅうてつ

ろくべばしろくべばし

にしょの
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5令和4年8月

な
る
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
や
仕
掛
け
を
入

れ
る
と
、
た
だ
歴
史
話
を
す
る
よ
り
目

の
輝
き
が
違
い
ま
す
。
子
ど
も
は
ク
イ

ズ
が
大
好
き
な
の
で
、
４
択
の
ク
イ
ズ

を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
入
れ
る
と
盛
り
上
が

り
ま
す
よ
。

―
聞
い
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
子
ど
も
た

ち
は
今
で
は
と
て
も
こ
の
授
業
を
楽
し
み

に
し
て
い
て
、授
業
の
あ
る
日
は
家
に
帰
っ

て
か
ら
お
う
ち
の
人
に
聞
い
た
お
話
を
話

す
と
か
。
親
子
で
ふ
る
さ
と
の
話
が
で
き

る
の
は
素
敵
な
こ
と
で
す
ね
。

館�

長　

家
族
の
会
話
の
き
っ
か
け
に
な
れ

ば
、
よ
り
う
れ
し
い
で
す
ね
！

―
と
こ
ろ
で
、
資
料
館
と
、
保
育
園
や
小

学
校
な
ど
の
教
育
機
関
は
、
本
来
は
横
の

つ
な
が
り
の
な
い
別
の
組
織
で
す
ね
。
役

割
や
立
場
の
違
う
機
関
が
連
携
す
る
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？

館�

長　

こ
の
よ
う
な
連
携
が
実
現
し
た
背

景
に
は
、
こ
こ
20
年
の
間
、
教
員
の
働

き
方
改
革
や
学
校
で
扱
う
内
容
の
多
様

化
が
進
み
、
外
部
講
師
の
受
け
入
れ
が

積
極
的
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
事
情
が
あ
り
ま
す
。
英
語
の
授
業
で

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
教
師
（
A
L
T
）
を
雇
っ

た
り
、「
総
合
」
で
川
の
生
き
物
や
ホ
タ

ル
の
生
態
の
専
門
家
を
招
い
た
り
。
わ

れ
わ
れ
資
料
館
が
授
業
の
お
手
伝
い
を

す
る
の
も
そ
の
一
環
で
す
。

西�

松　

例
え
ば
、
小
学
校
の
「
社
会
科
」

の
時
間
に
、「
昔
の
道
具
」
と
い
う
単
元

が
あ
り
ま
す
。今
で
は
当
た
り
前
と
な
っ

た
、
電
気
ア
イ
ロ
ン
や
炊
飯
器
な
ど
の

電
化
製
品
が
各
家
庭
に
普
及
し
た
の
は

約
60
年
前
の
こ
と
。
そ
れ
以
前
に
使
わ

れ
て
い
た
道
具
は
若
い
先
生
方
に
と
っ

て
、
使
っ
た
こ
と
も
見
た
こ
と
も
な
い

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
聞
い
た
こ
と
も

な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。
も
ち
ろ

ん
私
も
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
使
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
（
笑
）

　

炭
火
ア
イ
ロ
ン
や
羽
釜
、
か
ま
ど
な

ど
を
資
料
館
に
あ
る
実
物
を
使
っ
て
説

明
し
ま
す
が
、
炭
の
火
の
つ
け
方
や
消

し
方
、
か
ま
ど
で
煮
炊
き
す
る
仕
組
み

な
ど
の
説
明
は
、
や
は
り
実
物
を
見
て

知
っ
て
い
な
い
と
難
し
い
。
資
料
館
に

は
町
内
の
皆
さ
ん
か
ら
ご
寄
贈
い
た
だ

い
た
資
料
が
豊
富
に
そ
ろ
っ
て
い
ま
す

し
、
実
際
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

も
あ
り
ま
す
の
で
、
出
張
授
業
と
い
う

形
で
有
効
に
ご
活
用
い
た
だ
き
、
生
き

た
教
材
と
し
て
お
役
に
立
て
れ
ば
う
れ

し
い
で
す
。

館�

長　

も
ち
ろ
ん
、
我
々
は
教
員
と
い
う

立
場
で
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
学
校

の
授
業
の
一
部
分
を
お
手
伝
い
し
て
い

る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
教
育
の
現
場
で
は
、

今
後
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
精
通
し
て

い
る
方
に
入
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
よ
り

専
門
性
を
生
か
し
た
授
業
を
組
み
立
て

て
い
く
流
れ
が
進
ん
で
い
く
と
思
い
ま

す
。
我
々
も
そ
の
流
れ
で
お
手
伝
い
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

取
材
に
て

　

私
た
ち
は
、
過
去
を
生
き
た
先
人
た
ち

の
、
成
功
や
失
敗
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学

び
ま
す
。
歴
史
の
中
で
は
光
と
影
は
常
に

背
中
合
わ
せ
。
歴
史
を
学
ん
だ
者
な
ら
ば
、

ど
ん
な
輝
か
し
い
栄
光
に
も
、
影
に
は
血

の
に
じ
む
よ
う
な
努
力
と
多
く
の
犠
牲
が

存
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、
ど
ん

な
凄
惨
な
混
乱
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
立

ち
上
が
っ
た
先
人
た
ち
の
た
く
ま
し
さ
が

存
在
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
歴
史

を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
偉
大
な

知
恵
や
勇
気
を
知
り
、
よ
り
よ
い
未
来
へ

向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ

と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
歴
史
学
習
を
す
る
中
で
、
子
ど
も
た
ち

に
身
に
付
け
て
ほ
し
い
と
願
う
の
は
、
過

去
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
を
ど
う
生

き
て
い
く
か
考
え
る
姿
勢
で
す
。『
未
来
志

向
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
た
だ

単
純
に
地
元
の
昔
の
出
来
事
を
点
と
し
て

覚
え
る
だ
け
で
な
く
、
線
や
面
で
つ
な
が
っ

て
い
く
現
在
、
そ
し
て
未
来
を
考
え
る
思

考
力
が
子
ど
も
た
ち
の
中
に
育
つ
と
い
い

な
と
思
い
ま
す
」
と
、
丹
羽
館
長
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
現
代
、
世
界
の

ど
ん
な
状
況
も
他
人
事
で
は
な
く
、
私
た

ち
は
困
難
を
切
り
抜
け
る
た
め
の
あ
ら
ゆ

る
方
法
を
自
分
事
と
し
て
模
索
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
答
え
は
地
域
の
数
、

そ
の
時
代
に
生
き
た
人
の
数
だ
け
あ
る
で

し
ょ
う
。
歴
史
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
無
数

の
ヒ
ン
ト
を
拾
い
集
め
て
い
く
姿
勢
を
身

に
付
け
る
こ
と
が
、
今
こ
そ
必
要
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

次
回
は
、
保
育
園
、
小
学
校
の
実
際
の

現
場
の
様
子
を
お
伝
え
し
ま
す
。

▲昔の道具


