
編
集
後
記 

今
年
一
年
、「
絆
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

た
年
で
し
た
。
当
た
り
前
の
こ
と
が
当
た
り
前
で
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
今
、「
神
の
道
は
人
の
道
」、
人
ら
し
く
生
き
る

と
は
何
か
、
こ
こ
坪
沼
か
ら
こ
そ
発
信
出
来
る
と
思
い
ま
す
。 

◆
年
末
年
始 

恒
例
祭
の
ご
案
内 

○
大
祓
式
・
歳
晩
祭
・
天
長
節
祭 

 
十
二
月
二
十
三
日 

午
後
一
時 

 
半
年
に
一
度
個
々
の
罪
穢
れ
を
形
代
で
祓
う

と
共
に
一
年
の
御
加
護
に
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。 

※
参
列
自
由
で
す
が
、
出
来
な
い
場
合
は
、

神
社
よ
り
お
配
り
し
た
形
代
（
人
形
）
に

て
各
自
お
祓
い
を
し
、
清
々
し
く
新
年
を

お
迎
え
下
さ
い
。（
お
正
月
様
袋
に
同
封
） 

○
元
旦
祭
・
家
内
安
全
特
別
合
同
大
祈
願
祭 

併
せ
て
、
初
日
を
拝
む
会 

 

一
月
一
日 

午
前
六
時
半
～ 

新
年
を
言
祝
ぎ
、
皇
室
並
び
に
国
家
の
弥
栄
、

氏
子
崇
敬
者
の
平
安
と
幸
福
を
祈
念
し
ま
す
。 

※
ど
な
た
で
も
参
列
出
来
ま
す
の
で
、
希
望

者
は
十
五
分
前
ま
で
お
越
し
下
さ
い 

○
暁
ま
い
り
・
小
正
月
（
女
正
月
） 

一
月
十
五
日
（
日
）
午
前
零
時
～ 

日
本
各
地
に
て
厄
落
と
し
の
行
事
が
行
わ

れ
て
お
り
、
当
社
に
て
は
、
古
よ
り
特
に

こ
の
日
に
厄
祓
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

○ 

ど
ん
と
祭 

 

◎
人
形
感
謝
祭
午
前
九
時 

一
月
十
五
日
（
日
）
午
前
六
時
～
八
時
半 

古
い
お
神
札
な
ど
を
清
浄
な
火
で
お
焚
き
上

げ
し
、
御
神
火
に
無
病
息
災
を
祈
り
ま
す
。 

◎
役
目
を
終
え
た
人
形
等
を
お
預
り
し
ま
す
。 

◆
御
祈
祷
の
ご
案
内 

○
新
年
家
族
並
個
人
及
団
体
祈
祷 

 
 

一
月
一
日 

午
前
零
時
～
午
後
五
時 

※ 

随
時
御
奉
仕
し
て
お
り
ま
す
が
お
受
け

出
来
な
い
時
間(

午
前
九
時
～
十
時)

も

あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
ご
連
絡
下
さ
い 

※ 

元
旦
午
前
十
時
～
午
後
三
時
ま
で
は
兼

務
社
出
向
の
為
、
宮
司
不
在
に
つ
き
、

川
崎
の
佐
藤
神
主
様
に
ご
祈
祷
を
お
願

い
し
て
お
り
ま
す
の
で
申
し
添
え
ま
す
。 

二
日
以
後
は
通
常
通
り
予
約
制
に
て
午
前

九
時
～
午
後
四
時
頃
ま
で
毎
日
行
い
ま
す 

家
内
安
全
、
厄
除
、
商
売
繁
盛
、
合
格
祈
願 

等 

○
年
末
年
始 

神
棚
祭
・
氏
神
祭
・
家
祓
等

『
要
予
約
』 

  

二
月
の
行
事
（
予
定
） 

○
三
日 

節
分
祭 

 

福
豆
を
お
配
り
致
し
ま
す
の
で
各
戸
で

元
気
よ
く
豆
ま
き
を
し
て
下
さ
い 

○
十
一
日 

紀
元
節
祭
・
奉
祝
県
民
大
会 

 
 
 

神
社
で
は
日
本
の
建
国
を
奉
祝
し
建
国

祭
を
執
り
行
い
、
そ
の
後
市
内
中
心
部

で
行
わ
れ
る
祝
賀
式
典
に
参
加
し
ま
す
。 

○
十
七
日
頃 

祈
年
祭 

（
第
一
回
祭
典
会
議
） 

収
穫
を
祈
る
大
祭
で
新
嘗
祭
と
と
も
に

全
国
の
神
社
で
行
わ
れ
る
重
儀 

例
大
祭
の
お
知
ら
せ 

平
成
二
十
四
年
の
例
大
祭
は
、
更
な
る
復
興
を

願
い
四
月
十
四
日
（
土
）
に
神
輿
渡
御
、
十
五

日(

日
）
に
奉
祝
行
事
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

ご
報
告 

 

例
大
祭
の
折
に
お
預
り
し
た
御
浄
財
を
は
じ
め
、

婦
人
部
・
蛍
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
皆
さ
ん
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
義
援
金
は
、
八
月
に
日
赤
や
神
社

庁
を
通
し
て
、
贈
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
ご
協

力
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

御
案
内 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：
坪
沼
ド
ッ
ト
Ｊ
Ｐ 

  

 前  厄 本  厄 後  厄  

 
男 
性 

平元年 
２４歳 

昭63年 
２５歳 

昭 62年 
２６歳 

昭 47年 
４１歳 

昭46年 
４２歳 

昭 45年 
４３歳 

昭 28年 
６０歳 

昭27年 
６１歳 

昭 26年 
６２歳 

 
女 
性 

平 7年 
１８歳 

平 6年 
１９歳 

平 5年 
２０歳 

昭 56年 
３２歳 

昭55年 
３３歳 

昭 54年 
３４歳 

昭 52年 

３６歳 

昭51年 

３７歳 

昭 50年 

３８歳 
 
 

 

※ 

上
・
生
ま
れ
年
／
下
・
数
え
年 

※ 
太
字
は
大
厄 
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平
成
二
十
四
年
厄
年
表 

お
早
め
に
お
祓
い
を
お
受
け
下
さ
い 
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区
坪
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舘
前
東
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祈 
震
災
復
興 

国
家
安
泰 

◆ 

お
正
月
は
家
族
揃
っ
て
坪
沼
八
幡
神
社
を

お
参
り
し
、｢

家
族
の
絆｣

を
深
め
ま
し
ょ
う 

◆ 

毎
月
一
・
十
五
日
は
神
社
を
お
参
り
す
る
日 

地
震
で
ゆ
が
ん
だ
拝
殿
等
を
修
復
致
し
た
く
、

皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

又
海
沿
い
の
被
災
神
社
へ
も
御
支
援
願
い
ま
す
。 

ご 

挨 

拶 

今
年
を
振
り
返
れ
ば
た
だ
た
だ
震
災
の
年
と

な
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
着
実
に
一
歩
一
歩
復

興
に
向
か
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
沿
岸
部
が

思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、

人
々
は
試
練
に
負
け
ず
に
懸
命
に
生
き
て
い
ま

す
。
今
ま
で
幾
度
も
の
国
難
を
乗
り
越
え
て
き

た
よ
う
に
、
我
が
国
は
神
の
国
、
誠
の
祈
り
に

よ
っ
て
必
ず
や
故
郷
を
再
生
し
、
後
世
に
し
っ

か
り
と
繋
い
で
い
け
る
と
信
じ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

た
く
さ
ん
の
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
、
全
国
の
神

社
で
も
復
興
祈
願
が
執
り
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

当
社
で
も
そ
の
祈
り
を
継
続
し
て
奉
仕
し
て
お

り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
あ
ら
た
め
て
、
た
だ
ひ

た
す
ら
国
と
国
民
の
安
寧
を
祈
ら
れ
、
国
民
の

心
の
支
え
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
皇
統
・
天
皇
陛

下
の
ご
存
在
の
尊
さ
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。 

震
災
後
間
も
な
く
発
せ
ら
れ
た
陛
下
の
御
言
葉

に
は
、
な
み
な
み
な
ら
ぬ
お
覚
悟
と
、
国
民
特

に
被
災
者
に
対
し
て
永
く
寄
り
添
う
と
の
強
い

思
い
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
、
ま
た
何
度
も

被
災
者
を
お
励
ま
し
に
行
幸
さ
れ
た
慈
悲
深
い

お
姿
に
国
民
斉
し
く
大
き
な
力
と
勇
気
を
賜
り
、

涙
を
流
さ
れ
た
方
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ご
体
調
を
お
崩
し
に
な
ら
れ
誠
に
心
配
で
す
が
、

陛
下
の
御
心
を
体
し
て
復
興
に
励
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
を
新
た
に
し
ま
し
た
。 

そ
の
様
な
中
、
国
民
九
七
％
が
幸
福
だ
と
感

じ
て
い
る
ブ
ー
タ
ン
の
国
王
王
妃
両
陛
下
が
来

日
さ
れ
ま
し
た
。
我
が
国
の
現
状
は
、
ま
た
真

の
幸
福
と
は
何
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

震
災
を
経
て
多
く
の
方
が
、
謙
虚
さ
を
忘
れ
、

奢
っ
て
い
た
と
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
一
過
性

の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
の
で
、
社
会
全

体
で
律
し
、
助
け
合
っ
て
笑
顔
の
満
ち
溢
れ
る

国
家
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
祈
り
こ
そ
続
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
大
切
な
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

神
道
に
「
中
今(

な
か
い
ま)

」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
、

神
代
か
ら
子
孫
へ
続
く
悠
久
の
時
間
の
中
、
永

遠
の
命
の
繋
が
り
の
中
で
、
今
と
い
う
大
切
な

現
在
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
一
時
も
無
駄
に

せ
ず
一
生
懸
命
に
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
役
目
を
果
た
し
て
、
後

世
に
繋
ぐ
使
命
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

明
く
る
年
は
新
た
な
気
持
ち
で
臨
み
、
昇
り

竜
の
ご
と
く
、
復
興
が
進
む
こ
と
を
祈
り
ま
す
。 

不動宮に祀られている竜神・蛇神の御姿 
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夏
越
大
祓
式
斎
行 

神
道
は
清
浄
を

重
ん
じ
て
お
り
、

全
国
の
神
社
で
、

年
に
二
回
の
大

祓
式
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
当
神
社
に
お
い

て
も
一
年
の
半
ば
の
七
月
三
日
㈰
午
後
三
時
よ

り
「
夏
越
の
大
祓
」
が
斎
行
さ
れ
た
。 

古
来
よ
り
「
水
無
月
の
夏
越
の
祓
い
す
る
人
は 

千
歳
の
命
の
ぶ
と
い
ふ
な
り
」
と
う
た
わ
れ
、

参
列
者
は
、
境
内
に
設
け
ら
れ
た
祓
所
に
お
い

て
、「
形
代
祓
い
」
と
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
を
行

い
心
身
の
罪
・
穢
れ
の
一
切
を
祓
い
清
め
た
。

尚
、
予
め
お
預
か
り
し
た
人
形
は
、
身
代
り
に

お
祓
い
を
受
け
た
後
、
大
海
原
に
流
さ
れ
た
。 

終
わ
り
て
、
婦
人
部
の
協
力
に
よ
り
直
会
を
社

殿
脇
で
行
い
、
と
も
ど
も
に
残
る
半
年
の
無
病

息
災
を
祈
っ
た
。 

次
回
の
大
祓
は
大
晦
日

で
は
な
く
、
今
月
二
十
三

日
の
天
皇
誕
生
日
午
後

一
時
よ
り
「
年
越
の
大

祓
」
と
し
て
行
わ
れ
る
。 

新
年
を
す
が
す
が
し
く
お
迎
え
頂
き
ま
す
よ
う

ど
う
ぞ
御
参
列
下
さ
い
。
こ
の
神
事
は
皆
さ
ん

に
気
軽
に
参
加
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

新
嘗
祭
斎
行 

今
年
は
、
十
一
月
二
十
三

日
の
勤
労
感
謝
の
日
午

後
二
時
半
よ
り
、
収
穫
を

感
謝
す
る
恒
例
の
新
嘗

祭
が
総
代
・
若
長
ら
参
列

の
も
と
厳
粛
に
斎
行
さ

れ
た
。
氏
子
よ
り
奉
納
さ
れ
た
新
穀
な
ど
が
当
日

御
神
前
に
献
備
さ
れ
、
終
了
後
の
直
会
で
は
、
神

社
協
力
会
と
ふ
る
さ
と
坪
沼
実
行
委
員
会
、
そ
し

て
婦
人
部
役
員
を
は
じ
め
神
社
に
協
力
頂
い
た

み
ん
な
で
芋
煮
を
食
し
収
穫
を
祝
っ
た
。 

新
嘗
祭
は
古
く
か
ら
天
皇
陛
下
が
そ
の
年
に
収

穫
さ
れ
た
新
穀
や
新
酒
を
天
照
大
御
神
を
は
じ

め
と
す
る
神
々
に
供
え
る
大
切
な
儀
式
で
あ
り
、

全
国
の
神
社
に
お
い
て
も
穀
物
の
豊
穣
と
産
業

の
発
展
を
祈
る
二
月
の
祈
年
祭
と
並
ぶ
大
祭
と

し
て
執
り
行
わ
れ
る
最
も
重
要
な
祭
儀
で
あ
る
。 

今
年
は
天
皇
陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
ま
し
て
は
、
御

体
調
も
あ
っ
て
初
め
て

お
休
み
に
な
ら
れ
ま
し

た
が
、
陛
下
の
国
民
の

安
寧
を
祈
る
大
御
心
は
、

き
っ
と
大
神
様
も
お
聞

き
届
け
下
さ
れ
る
と
疑

い
あ
り
ま
せ
ん
。 

第
二
十
三
回
「蛍
と
平
家
琵
琶
の
夕
べ
」開
催 

ふ
る
さ
と
坪
沼
実
行
委
員
会
主
催 

七
月
二
日
（土
）午
後
六
時
過
ぎ
よ
り
神
社
境
内

で
二
十
三
回
目
と
な
っ
た
坪
沼
の
夏
の
風
物
詩

「蛍
と
平
家
琵
琶
の
夕
べ
」が
開
催
さ
れ
た
。
震
災

も
あ
っ
て
、
当
初
開
催
す
ら
心
配
さ
れ
た
が
、
復

興
の
為
に
も
、
皆
に
癒
し
の
ひ
と
時
を
提
供
し
元

気
の
も
と
に
な
れ
ば
と
、
委
員
長
以
下
委
員
総

意
に
よ
り
、
ま
ず
ま
ず
の
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
予

想
以
上
の
人
達
を
迎
え
盛
大
に
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
家
族
の
絆
が
見
直
さ
れ
た
の
も
あ
っ
て
、
家

族
連
れ
な
ど
が
目
を
輝
か
す
、
出
店
や
ホ
タ
ル
狩

り
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
坪
沼
の
大
切
な
役
目

を
感
じ
る
と
と
も
に
よ

り
一
層
地
域
挙
げ
て
の

内
容
に
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

尚
、
蛍
の
生
息
地
と
し
て

神
池
の
整
備
も
継
続
実

施
し
て
お
り
ま
す
。 

不
動
宮
に
お
ま
つ
り
さ
れ
て
い
る
龍
神
・
水
神 

私
の
父
母
が
金
華
山
黄
金
山
神
社
に
奉
職
し
て

い
た
時
、
弁
財
天
の
使
い
で
あ
る
水
神
・
蛇
神

と
、
海
の
神
・
竜
神
が
御
姿
を
示
現
さ
れ
、
当

社
の
神
と
し
て
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

来
年
・
再
来
年
は
丁
度
御
縁
年
に
な
り
ま
す
。 

茅の輪 

 

形代祓いを行う様子 

 

互いに今年一年の労をねぎらった 

 

新嘗祭の様子 

 

たくさんの人で賑わう模擬店 

 



第１１号              坪沼八幡神社社報       平成２３年１２月１５日（２） 

坪
沼
の
昔
め
ぐ
り
【
愛
宕
山
】 

第
四
回 

坪
沼
の
最
高
峰
愛
宕
山

（
標
高3

2
2
.8

ｍ
）
は
太

白
山
よ
り
少
し
高
く
、
眺

望
雄
大
で
、
東
方
太
平
洋

に
金
華
山
を
望
み
、北
方

に
太
白
山
、
西
方
は
蔵
王

の
霊
峰
と
相
対
し
て
、
青

根
温
泉
の
白
亜
を
望
見
で
き
る
。
三
十
分
程
で

登
頂
す
る
こ
と
が
出
来
、
比
較
的
歩
き
や
す
い

参
道
と
な
っ
て
い
る
。 

頂
上
に
は
愛
宕
神
社
が
鎮
座
し
て
お
り
、
祭
神

は
迦
具
土
神
（
か
ぐ
つ
ち
の
か
み
）
を
祀
り
、

火
伏
せ
・
防
火
に
霊
験
の
あ
る
神
社
と
し
て
知

ら
れ
、
か
つ
て
武
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
た
。

神
仏
習
合
時
代
、
山
伏
に
よ
っ
て
愛
宕
権
現
が

広
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
も
同
じ
く
北

面
の
山
麓
に
は
中
山
三
明
院
跡
な
ど
山
伏
信
仰

に
関
わ
る
言
い
伝
え
が
あ
り
、
愛
宕
山
付
近
は

修
験
道
の
霊
場
と
も
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
現
在
で
も
旧
暦
の
六
月
二
十
四
日
を
祭
日

と
し
、
谷
地
・
倉
元
・
・
山
ノ
田
（
屋
号
）
の

三
軒
が
中
心
と
な
り
、
頂
上
の
神
社
の
前
で
神

事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
頂
上
に
は
立
派
な
社
の

他
、
鐘
楼
や
風
化
し
た
狛
犬
・
手
水
石
も
あ
り
、

人
々
が
大
切
に
し
て
き
た
信
仰
の
山
で
あ
る
。

最
近
で
は
、
子
供
た
ち
に

「
ト
ト
ロ
山
」
と
慕
わ
れ
、

登
る
人
も
少
な
く
な
い
。 

し
か
し
、北
面
は
岩
肌
む

き
出
し
の
危
険
な
断
崖

絶
壁
と
な
っ
て
い
る
。
長

町
・
利
府
活
断
層
の
南
端

部
に
あ
た
る
坪
沼
断
層
の
上
に
あ
り
地
殻
変
動

に
よ
っ
て
崩
れ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
近
年
砕

石
業
者
に
よ
り
崩
落
部
ま
で
山
が
崩
さ
れ
て
し

ま
い
、
原
型
を
留
め
て
い
な
い
。
両
極
の
趣
を

見
せ
る
こ
の
山
は
、
自
然
と
人
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
意
義
深
い
山
で
あ
り
、

愛
宕
山
は
坪
沼
の
大
切
に
し
た
い
宝
で
あ
る
。 

参
考
：
や
る
っ
ち
ゃ
ツ
ボ
ヌ
マ
新
設
看
板
よ
り 

御
神
木
「
さ
い
か
ち
」
の
木
の
幹 

折
れ
る 

前
号
で
紹
介
し
た
大
切
な
古
木
で
あ
っ
た
が
、

六
月
二
十
四
日
未
明
の
強
風
に
よ
り
、
主
幹
が

折
れ
、
無
残
な
姿
と
な
っ
た
。
大
変
残
念
で
は

あ
っ
た
が
、
皮
一
枚
で
枝
が
残
っ
た
の
で
、
再

生
を
願
い
、
ほ
と
ん
ど

の
枝
を
落
と
し
て
生

か
し
た
。
今
後
も
災
難

か
ら
守
っ
て
も
ら
う

為
、
ま
た
象
徴
と
し
て

も
後
世
に
残
し
た
い
。 

別
宮
・
不
動
宮
の
天
井
修
理 

こ
の
度
、
築
五
十
年
程
が
建
と
う
と
し
て
い
る

神
社
向
か
っ
て
右
側
の
末
社
で
あ
る
別
宮
の
天

井
が
腐
食
し
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
、
張
り
替

え
工
事
を
行
っ
て
頂
い
た
。
そ
れ
に
伴
い
地
震

で
一
部
外
れ
て
い
た
壁
の
補
修
、
ま
た
左
側
の

不
動
宮
の
天
井
も
補
強
を
施
し
て
も
ら
っ
た
。 

別
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
様
は
、
延
命
地
蔵

様
・
三
宝
荒
神
様
・
御
薬
師
様
、
不
動
宮
に
は

不
動
明
王
様
・
竜
神
蛇
神
様
・
弘
法
大
師
様
で
、

古
く
か
ら
信
仰
さ
れ
、
昔

か
ら
人
々
を
お
守
り
下

さ
れ
て
い
る
御
霊
験
あ

ら
た
か
な
神
様
で
す
。 

昔
か
ら
三
つ
の
御
宮
を

全
て
欠
か
さ
ず
お
参
り

す
る
の
が
習
わ
し
で
す
。 

坪
沼
カ
ラ
オ
ケ
教
室
か
ら
の
お
知
ら
せ 

◎
歌
い
初
め
歌
謡
祭 

一
月
二
十
三
日
十
一
時 

◎
只
今
、
歌
が
好
き
で
、
一
緒
に
楽
し
く
練
習

す
る
新
入
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
教
室

は
月
に
二
回
、
第
一･

三
木
曜
の
午
後
七
～
九
時
、 

月
会
費
二
千
五
百
円
で
す
。
お
気
軽
に
ご
参
加

く
だ
さ
い
。（
歌
謡
祭
は
体
験
で
の
参
加
も
可
） 

◎｢

坪
沼
小
唄｣

を
再
録
音
し
、
坪
沼
初｢

せ
せ
ら

ぎ
姉
妹｣

が
Ｃ
Ｄ
デ
ビ
ュ
ー
、
一
枚
五
百
円
で
す
。 
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修理後の別宮の天井 

 

11月のウォーキングと愛宕山 

 

 

幹は直径１㍍、空洞となっていた 

 

坪沼の霊峰、「トトロ山」 

 


