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しのはら歴史便り 
篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.４３ 

浜風会/入会募集中 

毎月第１,３木曜日 丁
度
今
、
令
和
６
年
産
玉
葱
の
出
荷
が
始
ま
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
一
の
早
出
し
玉
葱
と
し
て
す

っ
か
り
有
名
に
な
っ
た
篠
原
の
玉
葱
が
、
ど
う
し
て

こ
こ
ま
で
発
展
で
き
た
の
か
を
探
っ
て
み
る
。 

篠
原
玉
葱
（
は
る
た
ま
）
の
現
在
の
商
品
力 

篠
原
産
玉
葱
の
出
荷
は
１
月
の
ス
タ
ー
ト

で
２
月
を
ピ
ー
ク
に
３
月

で
ほ
ほ
終
わ
る
の
に
対
し

て
、
後
続
の
佐
賀
県
な
ど

概
ね
３
月
の
ス
タ
ー
ト
と
、

出
荷
の
ピ
ー
ク
が
ず
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら

く
今
年
も
高
単
価
で
の
販

売
が
期
待
さ
れ
る
。
令
和

３
年
出
荷
分
で
は
、
全
国

の
平
均
単
価
よ
り
２
倍
以

上
の
高
値
を
付
け
、
味
が

良
い
と
い
う
本
来
の
特
長

と
あ
い
ま
っ
て
有
利
販
売
が
で
き
て
い
る
。 

恵
ま
れ
た
環
境
を
活
か
す
栽
培
技
術 

そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
篤
農
家
に
よ

る
「
早
出
し
」
を
目
標
に
し
た
自
家
採
種
が
、

昭
和
２８
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
形
質
改
善
を
毎

年
繰
り
返
す
母
球
選
抜
で
、
５
月
頃
出
荷
し

て
い
た
玉
葱
が
、
今
で
は
１
月
出
荷
が
当
た

り
前
に
な
っ
た
。
ま
た
と
ぴ
あ
玉
葱
部
会
内
の
採
種

を
行
わ
な
い
多
く
の
会
員
に
も
、
優
良
種
子
が
供
給

さ
れ
る
こ
と
で
、
産
地
全
体
の
安
定
生
産
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。 

更
に
全
国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
日
射
量
と
水
は
け
の

良
い
砂
壌
土
に
恵
ま
れ
た
地
理
的
な
優
位
性
を
最
大

限
に
活
か
す
た
め
、
他
地
域
に
は
な
い
極
小
幅
マ
ル

チ
（
６５

cm
幅
）
を
用
い
た
二
条
植
え

を
行
っ
て
い
る
。
畝
と
畝
の
間
に
空

隙
が
で
き
る
こ
と
に
よ
り
、
日
射
量

を
ム
ラ
な
く
受
け
、
追
肥
も
効
果
的

に
な
り
１
月
出
荷
を
可
能
に
し
て
い

る
。 し

か
し
過
去
に
は
最
大
の
危
機 

平
成
２０
年
頃
ま
で
当
地
の
生
産
を

支
え
て
き
た
の
は
、
小
規
模
経
営
の

兼
業
農
家
や
高
齢
農
業
者
が
主
で
あ

っ
た
た
め
、
後
継
者
不
足
に
よ
る
規

模
縮
小
や
廃
業
が
顕
在
化
し
て
い
っ

た
。
そ
の
上
、
他
の
農
家
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
難
し

く
、
作
付
面
積
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
平
成

元
年
の
ピ
ー
ク
時
５
７
１
ｈａ
が
、
平
成
２２
年
に
は
１

２
５
ｈａ
ま
で
減
少
し
た
。
そ
の
結
果
荒
廃
農
地
は
大

幅
に
拡
大
、
産
地
と
し
て
最
大
の
危
機
が
あ
っ
た
。 

 

地
域
を
あ
げ
て
の
抜
本
対
策 

 

荒
廃
農
地
が
深
刻
化
し
て
い
た
平
成
１９
年
、
玉
葱

部
会
、
Ｊ
Ａ
と
ぴ
あ
浜
松
、
行
政
等
関
係
機
関
で

「
玉
葱
産
地
の
改
革
に
向
け
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

立
ち
上
げ
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
何
と
か
解
決
し
よ
う

と
議
論
を
重
ね
た
。
規
模
拡
大
意
向
の
農
家
や
、
新

規
就
農
者
等
担
い
手
へ
の
農
地
の
再
配
分
に
つ
い
て
、

地
域
の
合
意
形
成
の
場
と
し
て
平
成
２１
年
「
浜
松
市

南
部
地
区
農
地
利
用
調
整
協
議
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。

そ
こ
で
円
滑
化
事
業
と
言
わ
れ
る
畑
の
貸
し
借
り
は
、

平
成
２１
年
よ
り
始
ま
り
現
在
も
続
い
て
い
る
。
貸
出

条
件
の
一
つ
、
地
代
は
一
万
二
千
円
／
10

a
、
貸
借

契
約
は
、
現
在
静
岡
県
農
業
振
興
公
社
を
通
し
て
行

っ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
年
、
優
良
農
地
の
つ
な
ぎ
役

と
し
て
㈱
と
ぴ
あ
ふ
ぁ
ー
夢
が
設
立
さ
れ
た
。 

危
機
の
救
世
主
は
と
ぴ
あ
ふ
ぁ
ー
夢 

と
ぴ
あ
ふ
ぁ
ー
夢
は
、
荒
廃
農
地
を
借
り
入
れ
耕

作
し
、
再
び
利
用
可
能
な
農
地
と
し
て
再
生
さ
せ
る

と
共
に
、
利
用
可
能
と
な
っ
た
農
地
は
、
集
積
し
地

域
の
規
模
拡
大
を
志
向
す
る
農
家
や
新
規
就
農
者
へ

引
き
渡
し
て
い
る
。
ま
た
就
農
希
望
者
を
研
修
者
と

し
て
受
け
入
れ
独
立
を
支
援
し
て
い
る
。
こ
う
し
て

新
規
就
農
者
が
増
え
、
経
営
規
模
の
拡
大
に
好
循
環

が
続
い
て
い
る
。
部
会
内
に
お
け
る
新
規
就
農
者
は

16
人
、
１
ha
以
上
の
面
積
で
経
営
す
る
若
者
も
出
て

き
て
お
り
、
合
計
面
積
で
16

ha
以
上
増
加
し
、
部
会

全
体
の
１０
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
新
し
い
担

い
手
が
存
在
感
を
高
め
た
く
ま
し
い
。
（
山
下
勝
彦
） 

定植直後の玉葱畑 日増しに緑色濃く 
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会
員
の
次
男
、
当
時
中
学
生
の
鈴
木
宏
明
さ
ん
が
、

平
成
五
年
に
取
材
録
音
し
た
テ
ー
プ
が
最
近
見
つ
か

っ
た
。
ど
ん
な
こ
と
が
録
音
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ

は
当
時
八
十
五
歳
の
元
船
頭
、
鈴
木
三
喜
重
さ
ん
に

「
地
引
網
」
に
つ
い
て
聞
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以

下
は
そ
れ
を
最
近
に
な
っ
て
字
起
こ
し
、
そ
の
中
か

ら
興
味
深
い
も
の
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。 

仕
事
と
し
て
の
地
引
網
は
、
篠
原
村
で
は
昭
和
三

十
七
年
ま
で
続
け
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
明
治
時
代
に

は
地
引
網
船
が
篠
原
地
区
全
体
で
二
十
七
隻
あ
っ
た

と
記
録
が
あ
る
く
ら
い
盛
ん
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

「
地
引
網
の
と
き
の
色
見
と
は
何
で
す
か
」 

色
見
と
は
魚
見
の
こ
と
で
、
回
遊
し
て
く
る
魚
の

群
れ
の
見
張
り
で
あ
り
、
高
い
所
に
あ
り
、
地
引
網

の
組
は
そ
れ
ぞ
れ
専
用
の
色
見
の
峠
を
持
っ
て
い
た
。

ワ
シ
ら
の
三
右
門
舟
は
、
元
役
場
を
南
に
出
た
「
三

右
峠
」
に
あ
り
、
西
船
の
「
佐
平
の
峠
」、
そ
の
西
側

が
「
又
十
峠
」、
馬
郡
に
は
「
魚
見
峠
」
が
あ
っ
た
。 

峠
で
は
サ
バ
と
か
ア
ジ
と
か
が
群
れ
で
来
る
の
を

見
た
。
寒
く
な
る
と
イ
ワ
シ
の
乗
っ
て
い
る
潮
が
き

た
だ
ィ
ノ
。
海
は
た
い
て
い
青
い
色
だ
が
、
イ
ワ
シ

が
来
る
と
脂
が
浮
い
て
い
る
み
た
い
に
海
の
顔
が
パ

ア
と
照
れ
る
だ
。
海
の
色
は
「
濁
み
」
「
深
み
」
「
ゴ

ン
ド
」
等
で
変
わ
る
が
、
魚
群
と
見
分
け
る
の
が
船

頭
の
目
だ
。
色
見
が
で
る
と
船
頭
は
大
急
ぎ
で
呼
ば

っ
て
集
め
た
。 

「
ど
う
や
っ
て
呼
ば
っ
て
歩
く
の
で
す
か
」 

色
見
が
見
え
る
と
「
さ
あ
、
色
見
が
見
え
た
で
」

「
オ
ー
ー
ー
イ
」
っ
て
あ
る
っ
た
け
の
声
で
呼
ば
っ

て
行
く
だ
。
「
オ
ー
ー
、
オ
ー
ー
、
オ
ー
ー
」
っ
て
、

今
い
う
と
、
と
ん
で
も
な
い
大
き
な
声
で
よ
そ
の
知

ら
ん
人
が
聞
い
た
ら
驚
く
ほ
ど
の
声
で
、
夜
中
の
寝

て
い
る
時
に
目
を
開
か
せ
る
よ
う
に
呼
ば
る
も
ん

で･･･

。 

「
今
で
い
う
と
何
時
ぐ
ら
い
で
す
か
」 

浜
へ
呼
ば
る
時
に
は
日
の
出
場
に
船
を
浮
か
す
。

そ
れ
は
門
を
回
っ
て
起
こ
す
だ
。
船
印
の
付
い
た
提

灯
を
持
っ
て
。
オ
ラ
ァ
船
は
「
か
い
し
ん
丸
」
で
小

田
原
提
灯
み
た
い
な
提
灯
が
あ
る
。
そ
れ
へ
ろ
う
そ

く
を
つ
け
て
一
軒
一
軒･･

･

。
一
人
だ
と
起
こ
し
て
回

る
家
が
五
十
軒
あ
る
と
、
ハ
ナ
（
始
め
）
か
ら
し
ま

い
の
家
ま
で
起
こ
す
じ
ゃ
手
間
を
と
る
だ
。
そ
れ
で

お
っ
か
ァ
と
行
く
と
か
手
分
け
で
行
く
だ
。
そ
れ
で

返
事
を
す
る
ま
で
起
こ
す
だ
。
「
浜
へ
行
く
ぜ
ー
ー
」

と
言
っ
て
起
こ
す
だ
。
そ
う
す
る
と
「
オ
ー
イ
」
っ

て
返
事
を
せ
り
ゃ
ま
た
次
の
家
へ
行
く
。
そ
の
起
こ

し
賃
が
一
代
（
し
ろ
）
つ
く
だ
。
そ
の
代
わ
り
浜
が

悪
け
り
ゃ
漁
が
な
く
代
が
付
く
わ
け
じ
ゃ
無
い
だ
。 

「
船
は
ど
の
よ
う
に
出
し
ま
す
か
」 

篠
原
の
浜
は
遠
浅
づ
ら
。
だ
も
ん
で
、
櫓
（
ろ
）

の
こ
げ
る
と
こ
ろ
ま
で
押
し
出
す
だ
。
夏
の
暑
い
と

き
は
皆
裸
で
、
二
十
か
ら
四
十
代
の
男
が
船
を
押
し

出
す
だ
。
艫
櫓(

と
も
ろ)

を
持
つ
の
が
三
十
代
の
昔

で
い
う
オ
ヤ
ジ
、
元
老
だ
。
四
十
か
ら
五
十
は
尻
拭

き
で
、
陸
で
綱
を
持
っ
て
い
る
番
だ
。 

櫓
が
こ
げ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
滑
り
が
い
い
よ

う
に
ス
リ
板
を
か
っ
て
押
し
出
す
だ
。
ス
リ
と
い
う

の
は
樫
の
木
で
九
尺
あ
り
二
本
や
っ
て
支
え
る
。
そ

れ
へ
油
を
塗
っ
て
滑
る
よ
う
に
し
て
船
を
沖
へ
押
し

取材のきっかけになった昭和 63 年の体験会 
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出
し
て
い
く
。
篠
原
の
浜
は
遠
浅
だ
も
ん
で
ス
リ
を

た
く
さ
ん
か
わ
に
ゃ
な
ら
ん
。 

「
網
は
ど
う
や
っ
て
し
か
け
ま
す
か
」 

西
か
ら
東
へ
行
く
潮
を
「
下
げ
潮
」
と
い
い
、
こ

の
潮
は
地
ィ
へ
曳
く
潮
だ
で
網
も
軽
く
漁
も
あ
り
、

網
を
仕
掛
け
る
に
は
い
い
潮
だ
。
沖
と
陸
の
距
離
を

み
る
に
は
、
赤
石
山
脈
と
三
岳
の
権
現
を
つ
な
い
で
、

浜
の
峠
を
み
て
「
今
は
ど
こ
そ
こ
の
沖
だ
」
と
判
断

し
た
。
大
き
な
ア
マ
ダ
イ
は
倉
松
の
沖
で
な
い
と
捕

れ
な
い
の
で
、
山
を
つ
な
い
で
「
今
、
お
台
場
沖
だ
」

と
か
赤
石
山
脈
と
浜
の
峠
と
そ
の
向
こ
う
に
見
え
る

山
を
見
て
「
ど
こ
そ
こ
の
沖
だ
」
と
判
断
し
た
。
そ

れ
だ
で
「
魚
は
山
で
と
る
」
っ
て
言
う
だ
。
地
引
船

の
へ
さ
き
に
ミ
ョ
ー
シ
ン
（
水
押
）
が
あ
り
か
っ
こ

い
い
だ
。
後
方
を
ト
モ
と
い
い
、
網
を
積
む
と
こ
ろ

を
「
二
の
間
」
っ
て
い
う
だ
。
網
は
二
十
間
、
こ
れ

を
十
七
ノ
ベ
。
網

を
つ
な
い
で
、
約

六
百
二
十
メ
ー
ト

ル
く
ら
い
。
そ
れ

だ
で
八
十
人
も
百

人
も
で
引
く
こ
と

に
な
る
。
ろ
く
ろ

と
い
う
機
械
、
機

械
と
い
っ
て
い
た
。

ハ
ズ(

稲
掛
け)

み
た

い
な
二
間
の
も
の
を
四
本
組
ん
で
、
そ
れ
で
回
っ
た

だ
。
一
本
に
八
人
ぐ
ら
い
付
き
四
本
で
三
十
二
人
、

百
人
も
出
る
時
に
は
交
代
で
回
し
ち
ゃ
し
た
。 

「
ど
ん
な
魚
が
と
れ
ま
し
た
か
」 

五
月
か
ら
六
月
ご
ろ
は
タ
チ
ウ
オ
の
旬
。
子
を
持

っ
て
い
て
一
番
う
ま
い
時
だ
。
六
月
か
ら
七
月
は
サ

バ
と
ア
ジ
だ
。
魚
が
揚
が
る
と
ボ
ウ
ラ
で
い
な
っ
て

西
茶
屋
へ
出
た
所
の
「
魚
問
屋
」
へ
持
っ
て
行
っ
た
。

魚
問
屋
に
留
守
居
番
が
い
て
「
さ
あ
、
地
引
が
揚
が

る
ぞ
」
と
い
う
時
、
レ
イ
と
い
う
大
き
な
鈴
を
往
還

端
で
振
っ
た
だ
。
そ
う
す
る
と
ナ
カ
シ
と
い
う
仲
買

人
が
寄
っ
て
き
て
、

自
分
の
屋
号
と
名

前
を
書
い
て
「
付

け
」
で
買
っ
た
。

魚
問
屋
は
馬
郡
の

赤
門
、
坪
井
の
畷

に
も
昭
和
三
年
頃

ま
で
あ
っ
た
だ
。 

大
正
十
年
頃
は
、
漁
が
あ
っ
て
仲
村
の
船
頭
を
し

て
い
た
家
で
は
一
年
で
田
地
一
反
を
買
っ
た
。
一
年

で
漁
が
あ
っ
た
も
ん
だ
で
。
そ
の
時
に
は
篠
原
で
も

伊
勢
参
り
に
一
年
で
二
回
行
っ
た
。
そ
の
ぐ
れ
エ
に

漁
が
あ
っ
た
だ
。 

「
余
っ
た
魚
は
田
畑
の
肥
し
に
し
た
の
で
す
か
」 

イ
ワ
シ
の
大
群
が
一
袋
入
る
と
千
ボ
ウ
ラ
以
上
に

な
っ
た
。
そ
れ
を
浜
の
峠
へ
干
し
て
み
な
干
鰯
（
ほ

し
か
）
と
し
て
畑
の
肥
し
に
し
て
し
ま
っ
た
だ
。
売

り
お
お
せ
ん
だ
も
ん
で
。
今
の
ボ
ウ
フ
ウ
の
生
え
て

い
る
と
こ
ろ
へ
干
し
た
。
志
都
呂
の
方
に
「
お
テ
ン

マ
（
お
手
伝
い
）
」
を
頼
み
に
行
っ
た
。 

「
浜
チ
ギ
と
は
ど
ん
な
弁
当
箱
で
す
か
」 

あ
あ
、
昔
の
た
ん
す
み
た
い
に
三
つ
の
引
き
出
し

が
あ
る
弁
当
箱
で
「
浜
チ
ギ
」
っ
て
い
う
だ
。
杉
の

白
太
で
作
っ
て
あ
る
で
、
水
分
が
引
く
で
、
そ
れ
こ

そ
夏
で
も
食
べ
物
が
腐
ら
へ
ん
だ
。
ま
た
、
船
で
波

を
か
ぶ
っ
て
も
食
べ

物
が
水
浸
し
に
な
ら

な
い
よ
う
に
引
き
出

し
が
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
だ
で
浜
チ
ギ
を

も
っ
て
町
の
方
に
土

方
に
い
っ
た
ら
「
た

ん
す
を
担
い
で
い
る
」

と
言
わ
れ
た
。
そ
れ

で
大
き
な
弁
当
箱
だ
と
（
飯
を
）
五
ン
合
炊
い
た
ら
、

そ
こ
へ
収
ま
る
わ
け
だ
。 

お
わ
り
に 

県
下
有
数
の
地
引
網
漁
場
と
し
て
栄
え
た
篠
原
村

の
地
引
網
は
昭
和
三
十
七
年
で
終
了
し
た
。
時
と
と

も
に
人
々
の
記
憶
や
記
録
が
薄
れ
て
い
く
中
で
の
貴

重
な
調
査
記
録
で
あ
る
。 

 

（
文
責 

鈴
木
理
市
） 

浜チギ 

魚問屋のあった所 

（志都呂道の入り口） 
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令
和
５
年
１１
月
１６
日
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

「
ど
う
す
る
家
康
」
の
舞
台
に
な
っ
た
安
城
市
の
本

證
寺
と
西
尾
市
吉
良
町
の
華
蔵
寺
な
ど
を
訪
ね
ま
し

た
。
当
日
は
好
天
に
も
恵
ま
れ
、
参
加
者
２６
人
の
楽

し
い
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。 

三
河
一
向
一
揆
の
舞
台
と
な
っ
た
本
證
寺 

 
 

住
職
よ
り
本
證
寺
は
１３
世
紀
末
頃
浄
土
真
宗
大
谷

派
の
寺
院
と
し
て
開
か
れ
、
１５
世
紀
後
半
に
本
願
寺

門
徒
・
一
向
宗
に
転
じ
た
寺
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ

れ
た
。
「
な
ぜ
三
河
一
向
一
揆
が
本
證
寺
で
勃
発
し
た

か
」「
一
旦
和
議
が
結
ば
れ
た
後
、
な
ぜ
家
康
が
一
方

的
に
本
證
寺

に
攻
め
込
み
、

建
物
を
全
て

破
却
し
、
坊

主
衆
を
領
国

か
ら
追
放
し

た
か
」
な
ど

分
か
り
や
す

い
説
明
が
さ

れ
ま
し
た
。 

境
内
は
二

重
の
堀
と
土

塁
に
囲
ま
れ

た
城
郭
寺
院
で
、
堀
と
土
塁
は
今
な
お
一
部
が
残
っ

て
い
て
、
昔
の
面
影
を
偲
ぶ
事
が
出
来
ま
し
た
。
建

物
は
一
揆
後
、
全
て
破
却
さ
れ
ま
し
た
が
、
寛
文
３

年
に
本
堂
が
再
建
さ
れ
、
以
後
、
鐘
楼
、
鼓
楼
、
庫

裏
な
ど
が
続
い
て
再
建
さ
れ
、
現
在
も
当
時
の
姿
を

残
し
て
い
ま
す
。 

吉
良
家
菩
提
寺
・
華
蔵
寺 

忠
臣
蔵
で
有
名
な
吉
良
上
野
介
の
お
墓
が
あ
る
華

蔵
寺
を
訪
ね
ま
し
た
。
華
蔵
寺
は
慶
長
５
年
に
創
建

さ
れ
た
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
禅
寺
で
す
。 

御
影
堂
に
は
吉
良
上
野
介
義
央
公
の
木
像
が
祀
ら

れ
、
隣
の
墓
地
に
は
義
央
公
の
父
義
安
公
以
降
代
々

の
墓
が
並
ん
で
い
ま
す
。
「
吉
良
あ
な
い
人
」
か
ら
義

央
公
は
地
元
で
は
稀
代
の
名
君
と
た
た
え
ら
れ
て
い

た
事
や
、
吉
良
側
か
ら
見
た
仇
討
ち
事
件
の
説
明
を
、

興
味
深
く
聞
き
ま
し
た
。 

最
後
に
小
堀
遠
州
が
作
庭
し
た
枯
れ
山
水
庭
園
を

鑑
賞
し
ま
し
た
。 

国
宝
の
金
蓮
寺
弥
陀
堂 

 

優
美
な
曲
線
を
描
く
檜
皮
葺
の
屋
根
が
美
し
い
弥

陀
堂
は
、
「
吉
良
あ
な
い
人
」
に
よ
れ
ば
、
愛
知
県
の

国
宝
建
造
物

３
件
中
の
１

件
で
あ
る
事

や
、
全
国
に

あ
る
鎌
倉
時

代
ま
で
に
建

て
ら
れ
た
阿

弥
陀
堂
建
築

20
棟
あ
ま
り

の
中
で
国
宝

に
指
定
さ
れ

て
い
る
。
理

由
は
貴
族
住
宅
風
の
仏
堂
が
醸
し
出
す
優
し
い
美
し

さ
が
高
く
評
価
さ
れ
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
堂
内
の

阿
弥
陀
三
尊
像
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
で
、
弥
陀
堂
と

よ
く
調
和
し
て
お
り
、
優

し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。 

旅
の
最
後
は
、
近
く
に

あ
る
「
人
生
劇
場
の
尾
崎

士
郎
記
念
館
」
と
「
豪
商

の
旧
糟
谷
邸
」
を
見
学
し

帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。 

（
藤
田
博
辞
） 

本堂内で住職の説明を聞く 

吉良上野介の墓 

国宝弥陀堂の説明を聞く 


