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設
楽
の
江
戸
時
代
集
落
と
変
わ
っ
た
掘
ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物

　

発
掘
調
査
で
見
つ
か
る
建
物
跡
は
、
一
般
的
に
、
竪
穴
建
物
跡
、
掘
立
柱
建
物
跡
、

礎そ
せ
き
た
て
も
の
あ
と

石
建
物
跡
な
ど
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
近
年
の
設
楽
地
域
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
縄
文
時
代

や
弥
生
時
代
と
い
っ
た
古
い
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
の
成
果
が
目
立
ち
、
昨
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・

下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
、
周し
ゅ
う
て
い堤

を
持
つ
弥
生
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
な
ど
は
記

憶
に
新
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
竪
穴
建
物
と
同
様
に
縄
文
時
代
に
現
れ
た
掘
立
柱
建
物
は
、
穴
を
掘
っ
て
柱
を
立

て
る
単
純
な
構
造
で
、
礎
石
建
物
の
よ
う
に
複
雑
な
木
組
み
の
技
術
が
必
要
な
い
こ
と
も
あ

り
、
江
戸
時
代
ま
で
の
長
い
間
、
人
々
の
住
居
や
倉
庫
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
設
楽
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
笹さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
な
ど
で
少
数
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
一
昨
年
の
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
の
調
査
や
、
昨
年
の
上
ヲ

ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査

で
は
ま
と
ま
っ
た
数
の
掘
立
柱

建
物
跡
が
発
見
さ
れ
、
江
戸
時

代
の
集
落
の
様
子
が
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

図
２
と
図
３
は
、
万
瀬
遺
跡

の
掘
立
柱
の
集
中
地
区
で
、
赤

色
の
範
囲
が
掘
立
柱
建
物
跡
、

青
色
の
線
が
柵さ
く
れ
つ列
跡
を
示
し
ま

す
。
重
複
す
る
も
の
を
含
め
て

９
棟
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
特

に
図
２
の
場
所
は
、
建
物
の
数

や
密
度
か
ら
、
集
落
の
中
心
地

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
図
４
は
上
ヲ
ロ
ウ
・

下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
江
戸
時
代
の

掘
立
柱
建
物
群
で
す
。
数
は
万

瀬
遺
跡
に
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
建
物
の
規
模
の
面
で
は
万
瀬
遺
跡
の
例
に
負
け
て
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
こ
ち
ら
で
は
変
わ
っ
た
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
写
真
９
は
図
３
右

側
の
大
き
な
建
物
の
空
撮
写
真
で
す
が
、
柱
を
立
て
た
穴
の
中
に
、
白
い
物
が
見
え
ま
す
。

こ
れ
は
上
面
が
平
ら
な
礫
で
、
柱
の
基
礎
と
し
て
据
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
掘
立
柱
建
物
跡
は
中
世
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
愛
知
県
下
で
は
江
戸
時
代
の
掘
立
柱

建
物
跡
の
１
割
ほ
ど
に
こ
の
よ
う
な
礫
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
通
常
の
掘
立
柱
建
物
が

周
り
に
あ
る
中
、
な
ぜ
こ
の
建
物
だ
け
基
礎
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
建
物

が
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
か
、
礎
石
建
物
の
影
響
は
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
疑
問
は
多
く
残
さ
れ

て
お
り
、そ
れ
ら
の
謎
が
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。（
河
嶋
優
輝
）

図２　万瀬遺跡の掘立柱建物跡群 (1)図３　万瀬遺跡の掘立柱建物跡群 (2)

図４　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡の
掘立柱建物跡群

写真９　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡
の変わった掘立柱建物跡
( 矢印の先が礫 )
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→
→ →

　

大お
お
さ
き崎

遺
跡 

地
元
説
明
会
を
開
き
ま
す

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
も
、
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ

ウ
遺
跡
、
そ
し
て
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
が
終
了
し
て
、
残
る
は
田
口

の
大
崎
遺
跡
の
調
査
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
崎
遺

跡
の
調
査
も
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
着
実
に
進
ん
で
お
り
、

本
誌
三
頁
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
成
果
が
そ

ろ
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
度
、
十
二
月
十
九
日
の
日
曜
日
に
、
大
崎
遺
跡
の
地

元
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
鎌か
ま
く
ら倉
時
代
頃

の
水
田
跡
を
は
じ
め
、
縄じ
ょ
う
も
ん文
時
代
・
弥や
よ
い生
時
代
の
遺
構
・
遺

物
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
特
に
水
田
跡
は
、

山
間
部
に
お
け
る
水
田
耕
作
の
様
子
を
知
る
上
で
、
貴
重
な

事
例
と
な
り
そ
う
で
す
。

　

開
催
に
際
し
て
は
、
引
き
続
き
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防

止
に
は
留
意
し
て
参
り
ま
す
。
是
非
、
ご
来
跡
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
（
川
添
和
暁
）　

至 稲武

至新城

至 東栄

至 足助

至 津具

国道257号

国道473号

国道257号

県道33号線（設楽瀬戸線）

県道10号線（設楽根羽線）

★

大崎遺跡

田口

川向

八橋

小松

和市
松戸

大名倉

文文

●

設楽中学校
田口小学校

設楽町役場
北設楽郡設楽町

N

0 5km

設楽大橋川向公会堂前

滝瀬橋

大崎遺跡

  県道432号線
（小松田口線）

★
駐
車
場

境橋

  県道432号線
（小松田口線）

境川

大崎遺跡地元説明会のご案内
日時：令和３年 12 月 19 日（日）　午前 11 時〜　　場所：大崎遺跡現地

※現地で見つかった遺構と遺物に
　　ついて、調査員が解説をします。

※履き慣れた靴でご来跡下さい。

※現地で説明会資料を配付します。

※お車でお越しの方は、「川向公会堂前」
バス停からお越し下さい。

※雨天の場合は中止とします。

問い合わせ先：080-1571-4989( 川添 )  
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下
延
坂
遺
跡
C
区
で
す
が
、
11
月
上
旬
に
全
て
の
調
査
を
完
了
し
ま
し
た
。

　

調
査
の
成
果
と
し
て
は
、
ま
ず
南
端
で
確
認
し
た
３
棟
の
重
複
す
る
竪
穴
建
物
跡
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
縄
文
時
代
中
期
後
半
の
も
の
と
思
わ
れ
る

土
器
片
や
石
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
炉
は
残
存
し
て
お
ら
ず
、
竪
穴
建
物
内
に
穴
が
い
く

つ
か
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
柱は
し
ら
あ
な穴
と
い
え
る
も
の
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

続
い
て
竪
穴
建
物
跡
が
確
認
さ
れ
た
層
位
よ
り
下
層
の
調
査
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
複
数
の
土
坑
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
が
、
竪
穴
建
物

跡
や
炉
穴
と
い
っ
た
遺
構
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
遺

物
は
縄
文
時
代
早
期
後
半(

約
八
千
年
前)

の
土
器
片
や
多
数

の
石
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
下
延
坂
遺
跡
の
調
査
は
こ
れ
で
終
了
で
す
が
、

来
年
度
も
調
査
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
の
で
引
き
続
き
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

(

渡
邉　

峻)

大
崎
遺
跡
発
掘
調
査　

　

大
崎
遺
跡
は
、
A
区
の
続
き
と
新
た
に
B
区
の
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

A
区
で
は
水
田
跡
を
掘
り
始
め
て
お
り
、
現
在
８
割
ほ
ど
調
査
が
進
ん
で
い
ま
す
。
出
土

遺
物
に
は
縄
文
時
代
中
期
か
ら
鎌か
ま
く
ら倉
時
代
ま
で
の
各
時
期
の
土
器
片
や
石
器
が
あ
り
ま
す
。

特
に
水
田
跡
周
辺
の
土
坑
に
は
鎌
倉
時
代(

約
七
百
年
前)

の
伊い
せ
が
た
な
べ

勢
型
鍋
が
埋
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
A
区
の
南
半
部
で
は
縄
文
時
代
後
期
末
か
ら
晩
期(

約
三
千
二
百
年
前)

の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
土ど
こ
う
ぼ

坑
墓
が
３
基
見
つ
か
っ
て
お
り
、
現
在
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

A
区
の
南
端
で
下
層
の
確
認
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
縄
文
時
代
早そ
う
き期
の
煙
道
付
炉ろ
あ
な穴
を
確

認
し
ま
し
た
。
現
在
調
査
中
で
す
が
、
何
度
か
作
り
直
さ
れ

て
い
る
の
で
は
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

B
区
で
は
調
査
区
の
北
側
か
ら
表
土
掘
削
を
開
始
し
ま
し

た
。
遺
物
は
縄
文
時
代
と
思
わ
れ
る
土
器
片
や
剥
片
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
A
区
で
は
水
田
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
が
、

B
区
で
は
ど
の
よ
う
な
成
果
が
見
つ
か
る
の
か
楽
し
み
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

社
本
有
弥)

21A 区 21B 区

写真７　伊勢型鍋出土状況 ( 図１② )

写真 1　竪穴建物跡調査前

下
延
坂
遺
跡
発
掘
調
査　

　

８
月
か
ら
４
ヶ
月
に
渡
っ
て
調
査
を
行
っ
て
き
た
下
延
坂
遺
跡
Ｂ
区
の
竪た

て
あ
な
た
て
も
の
あ
と

穴
建
物
跡
で
す

が
、
先
日
つ
い
に
調
査
が
完
了
し
ま
し
た
。

　

初
め
は
大
量
の
礫
が
配
置
さ
れ
た
集し
ゅ
う
せ
き
い
こ
う

石
遺
構
の
み
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
特
殊
な
建
物
跡

に
も
見
え
ま
し
た
が
、
掘
り
下
げ
を
進
め
る
と
、
４
本
柱
と
中
央
の
石い
し
が
こ
い
ろ

囲
炉
を
持
つ
住
居
で

あ
る
と
判
明
し
ま
し
た
。
時
期
は
縄
文
時
代
中
期
後
半(

約
五
千
年
前)

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
住
居
の
特
徴
と
し
て
は
、
廃は
い
ぜ
つ絶
（
＝
建
物
の
利
用
の
停
止
）
に
伴
う
儀ぎ
れ
い礼
の
痕
跡
と

思
わ
れ
る
も
の
が
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
ず
、
①
石
囲
炉
を
構

成
す
る
炉ろ
い
し石

は
、
人
為
的
に
壊
さ
れ
、
炉
の
中
に
転
落
し
て
い
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
建
物
の
床

面
近
く
か
ら
は
炭
化
し
た
木
材
が
複
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
建
物
全
体
に
焼
け
た
跡
な

ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
②
ど
こ
か
で
焼
い
た
木
材
を
住
居
内
に
持
ち
込
ん
だ
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、
住
居
に
使
っ
て
い
た
建
材
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

建
物
が
あ
る
程
度
埋
ま
っ
た
後
、
③
そ
こ
に
穴
を
掘
り
、
焼
け
た
土
や
炭
化
物
の
混
ざ
っ
た

土
で
埋
め
直
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
④
最
大
の
特
徴
で
あ
る
集
石
遺
構
が
作
ら
れ
ま
す
。

集
石
遺
構
に
は
土
器
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
建
物
の
床
面
付
近
で
は
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
⑤
廃
絶
に
際
し
て
日
用
の
土
器
類
な
ど
が

持
ち
出
さ
れ
て
い
る

可
能
性
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

こ
の
住
居
は
保
存

状
態
が
よ
く
、
調
査

に
は
時
間
も
か
か
り

ま
し
た
が
、
縄
文
時

代
中
期
の
文
化
を
考

え
る
上
で
様
々
な
材

料
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
と
な
り
ま
し

た
。   

（
河
嶋
優
輝
）

写真 2　床面遺構調査後

②

①

③

図 1　大崎遺跡 21A 区全体図 (1/1000)
( 緑線：水田、青線：水路、茶線：竪穴建物跡 )

写真６　煙道付炉穴検出状況 ( 図１① )写真８　注口土器片出土状況 ( 図１③ )

( 縄文時代後期中葉：三千八百年前 )

写真５　水田跡遠景
写真 3　C区全景

写真４　竪穴建物跡完掘状況
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設
楽
発
掘
通
信

設
楽
発
掘
通
信

設
楽
発
掘
通
信

設
楽
発
掘
通
信

設
楽
の
江
戸
時
代
集
落
と
変
わ
っ
た
掘
ほ
っ
た
て
ば
し
ら
た
て
も
の

立
柱
建
物

　

発
掘
調
査
で
見
つ
か
る
建
物
跡
は
、
一
般
的
に
、
竪
穴
建
物
跡
、
掘
立
柱
建
物
跡
、

礎そ
せ
き
た
て
も
の
あ
と

石
建
物
跡
な
ど
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
近
年
の
設
楽
地
域
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
縄
文
時
代

や
弥
生
時
代
と
い
っ
た
古
い
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
の
成
果
が
目
立
ち
、
昨
年
度
の
上
ヲ
ロ
ウ
・

下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査
で
見
つ
か
っ
た
、
周し
ゅ
う
て
い堤

を
持
つ
弥
生
時
代
の
竪
穴
建
物
跡
な
ど
は
記

憶
に
新
し
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
竪
穴
建
物
と
同
様
に
縄
文
時
代
に
現
れ
た
掘
立
柱
建
物
は
、
穴
を
掘
っ
て
柱
を
立

て
る
単
純
な
構
造
で
、
礎
石
建
物
の
よ
う
に
複
雑
な
木
組
み
の
技
術
が
必
要
な
い
こ
と
も
あ

り
、
江
戸
時
代
ま
で
の
長
い
間
、
人
々
の
住
居
や
倉
庫
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
設
楽
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
笹さ
さ
だ
い
ら平
遺
跡
な
ど
で
少
数
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
一
昨
年
の
万ま
ん
ぜ瀬

遺
跡
の
調
査
や
、
昨
年
の
上
ヲ

ロ
ウ
・
下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
調
査

で
は
ま
と
ま
っ
た
数
の
掘
立
柱

建
物
跡
が
発
見
さ
れ
、
江
戸
時

代
の
集
落
の
様
子
が
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

図
２
と
図
３
は
、
万
瀬
遺
跡

の
掘
立
柱
の
集
中
地
区
で
、
赤

色
の
範
囲
が
掘
立
柱
建
物
跡
、

青
色
の
線
が
柵さ
く
れ
つ列
跡
を
示
し
ま

す
。
重
複
す
る
も
の
を
含
め
て

９
棟
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
特

に
図
２
の
場
所
は
、
建
物
の
数

や
密
度
か
ら
、
集
落
の
中
心
地

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

一
方
、
図
４
は
上
ヲ
ロ
ウ
・

下
ヲ
ロ
ウ
遺
跡
の
江
戸
時
代
の

掘
立
柱
建
物
群
で
す
。
数
は
万

瀬
遺
跡
に
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
建
物
の
規
模
の
面
で
は
万
瀬
遺
跡
の
例
に
負
け
て
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
こ
ち
ら
で
は
変
わ
っ
た
建
物
跡
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
写
真
９
は
図
３
右

側
の
大
き
な
建
物
の
空
撮
写
真
で
す
が
、
柱
を
立
て
た
穴
の
中
に
、
白
い
物
が
見
え
ま
す
。

こ
れ
は
上
面
が
平
ら
な
礫
で
、
柱
の
基
礎
と
し
て
据
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

う
し
た
掘
立
柱
建
物
跡
は
中
世
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
愛
知
県
下
で
は
江
戸
時
代
の
掘
立
柱

建
物
跡
の
１
割
ほ
ど
に
こ
の
よ
う
な
礫
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
通
常
の
掘
立
柱
建
物
が

周
り
に
あ
る
中
、
な
ぜ
こ
の
建
物
だ
け
基
礎
が
必
要
だ
っ
た
の
か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
建
物

が
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
か
、
礎
石
建
物
の
影
響
は
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
疑
問
は
多
く
残
さ
れ

て
お
り
、そ
れ
ら
の
謎
が
今
後
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。（
河
嶋
優
輝
）

図２　万瀬遺跡の掘立柱建物跡群 (1)図３　万瀬遺跡の掘立柱建物跡群 (2)

図４　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡の
掘立柱建物跡群

写真９　上ヲロウ・下ヲロウ遺跡
の変わった掘立柱建物跡
( 矢印の先が礫 )

→
→

→
→ →

　

大お
お
さ
き崎

遺
跡 

地
元
説
明
会
を
開
き
ま
す

　

今
年
度
の
設
楽
ダ
ム
関
連
調
査
も
、
上か
み

ヲ
ロ
ウ
・
下し
も

ヲ
ロ

ウ
遺
跡
、
そ
し
て
下し
も
の
べ
さ
か

延
坂
遺
跡
が
終
了
し
て
、
残
る
は
田
口

の
大
崎
遺
跡
の
調
査
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
崎
遺

跡
の
調
査
も
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
着
実
に
進
ん
で
お
り
、

本
誌
三
頁
に
あ
り
ま
す
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
調
査
成
果
が
そ

ろ
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
度
、
十
二
月
十
九
日
の
日
曜
日
に
、
大
崎
遺
跡
の
地

元
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
鎌か
ま
く
ら倉
時
代
頃

の
水
田
跡
を
は
じ
め
、
縄じ
ょ
う
も
ん文
時
代
・
弥や
よ
い生
時
代
の
遺
構
・
遺

物
が
ま
と
ま
っ
て
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
特
に
水
田
跡
は
、

山
間
部
に
お
け
る
水
田
耕
作
の
様
子
を
知
る
上
で
、
貴
重
な

事
例
と
な
り
そ
う
で
す
。

　

開
催
に
際
し
て
は
、
引
き
続
き
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
防

止
に
は
留
意
し
て
参
り
ま
す
。
是
非
、
ご
来
跡
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
（
川
添
和
暁
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至新城
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至 津具

国道257号

国道473号

国道257号

県道33号線（設楽瀬戸線）

県道10号線（設楽根羽線）

★

大崎遺跡

田口

川向

八橋

小松

和市
松戸

大名倉

文文

●

設楽中学校
田口小学校

設楽町役場
北設楽郡設楽町

N

0 5km

設楽大橋川向公会堂前

滝瀬橋

大崎遺跡

  県道432号線
（小松田口線）

★
駐
車
場

境橋

  県道432号線
（小松田口線）

境川

大崎遺跡地元説明会のご案内
日時：令和３年 12 月 19 日（日）　午前 11 時〜　　場所：大崎遺跡現地

※現地で見つかった遺構と遺物に
　　ついて、調査員が解説をします。

※履き慣れた靴でご来跡下さい。

※現地で説明会資料を配付します。

※お車でお越しの方は、「川向公会堂前」
バス停からお越し下さい。

※雨天の場合は中止とします。

問い合わせ先：080-1571-4989( 川添 )  




