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第１４４号 魞 の 湖 令和元年１０月１日

理
事
長

馬
場
智
章

実
り
あ
る
後
半
を
目
指
し
て

猛
暑
日
と
言
う
言
葉
が
連
日
聞
か
れ
た
日
々
が
遠

く
な
り
ま
し
た
が
、
今
夏
は
Ｃ
社
か
ら
の
竹
生
島
ガ

イ
ド
や
街
中
案
内
の
申
し
込
み
を
は
じ
め
と
す
る

「
一
般
ガ
イ
ド
」
が
多
く
、
猛
暑
に
負
け
ず
に
頑
張
っ

て
頂
い
た
皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
元
年
度
の
前
半
活
動
で
例
年
に
な
い
事
項
と

し
て
は
、
五
村
・
長
浜
両
別
院
で
行
わ
れ
た
親
鸞
聖

人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
諸
行
事
へ
の
協
力
。
今

春
入
会
さ
れ
た
四
人
の
方
の
研
修
と
早
期
独
り
立
ち

化
。
九
月
に
行
っ
た
淡
海
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
連
絡
協
議
会
湖
北
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
交
流
会
の
担
当

協
会
と
し
て
、
計
画
か
ら
実
施
に
至
る
諸
活
動
。
今

年
度
新
入
会
員
募
集
計
画
と
勧
誘
活
動
な
ど
、
定
例

活
動
と
並
行
し
て
事
業
部
・
総
務
部
両
部
長
の
も
と

皆
さ
ん
の
ご
協
力
で
着
実
な
前
進
が
図
れ
ま
し
た
。

一
方
ガ
イ
ド
活
動
に
お
い
て
「
出
動
忘
れ
」
や

「
制
服
不
着
用
」
な
ど
当
協
会
の
信
頼
を
失
う
ミ
ス

が
多
発
し
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
り
、
再
発
防
止
に
向

け
今
一
度
見
直
し
た
い
事
項
で
す
。

十
月
か
ら
の
後
半
活
動
は
今
年
か
ら
秋
に
行
わ
れ

る
曳
山
巡
行
（
交
替
式
）
を
皮
切
り
に
、
「
観
音
の

里
ふ
る
さ
と
ま
つ
り
」
十
一
月
の
「
三
成
祭
」
と

「
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
」
な
ど
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
に
連
携

し
た
ガ
イ
ド
を
は
じ
め
、

も
忙
し
い
時
期
と
な
り

ま
す
。

更
に
Ｓ
社
の
新
企
画
に
よ
る
外
国
語
（
英
語
）
ガ

イ
ド
の
実
施
に
向
け
準
備
を
加
速
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
新
し
い
こ
と
へ
の
挑
戦
は
そ
れ
な
り
に
困
難

も
あ
り
ま
す
が
、
当
協
会
が
時
代
に
あ
っ
た
成
長
を

遂
げ
る
た
め
に
も
、
皆
さ
ん
の
『
長
浜
を
よ
く
し
た

い
』
の
想
い
を
一
つ
に
し
て
、
挑
戦
し
ま
し
ょ
う
。

私
た
ち
の
活
動
は
エ
ン
ド
レ
ス
で
す
が
、
役
員
の

任
期
は
あ
と
半
年
で
す
。
そ
の
間
に
こ
の
ニ
年
間
の

仕
上
げ
と
、
記
録
の
整
備
・
保
存
が
重
要
で
す
。
両

部
長
中
心
に
業
務
の
総
仕
上
げ
の
時
期
に
入
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
乗
り
越
え
る
に
は
皆
さ
ん
の

一
層
の
ご
協
力
と
、
ご
支
援
を
お
願
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
元
年
度
下
半
期
に
向
け
て

副
理
事
長

木
村
富
久
子

季
節
が
、
秋
色
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
気
付
か
ず
暮
ら

し
て
い
る
中
、
夕
方
、
ふ
っ
と
立
ち
止
ま
り
見
上
げ
た
空
が

青
く
、
高
く
、
西
の
空
に
は
イ
ワ
シ
雲
が
泳
い
で
い
ま
し
た
。

い
つ
も
会
員
の
皆
さ
ま
に
は
、
お
支
え
い
た
だ
き
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
顧
み
ま
す
と
、
今
年
度
前
半
は
、

五
月
か
ら
、
総
務
部
中
心
で
湖
北
ブ
ロ
ッ
ク
交
流
研
修
会
の

企
画
、
そ
し
て
文
化
塾
開
講
準
備
と
進
め
て
き
ま
し
た
。
何

回
も
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
、
案
を
練
り
、
事
業
の
成
功
を
祈

り
ま
し
た
。
ま
た
、
事
業
部
は
、
県
外
研
修
の
計
画
そ
し
て
、

八
月
に
、
大
波
の
よ
う
に
依
頼
の
あ
っ
た
ガ
イ
ド
割
り
付
け

等
、
猛
暑
の
中
、
乗
り
越
え
て
来
ま
し
た
。

九
月
十
八
日
実
施
の
、
湖
北
ブ
ロ
ッ
ク
交
流
研
修
会
は
、

三
協
会
が
一
つ
に
な
り
、
交
流
や
、
親
睦
を
深
め
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
現
地
研
修
で
「
旧
北
國
街
道
良
か
っ
た
わ
」

と
い
う
声
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
い
て
、
と
て
も
う
れ
し
く
な

り
ま
し
た
。

充
実
感
と
心
地
よ
い
疲
労
感
と
、
そ
れ
か
ら
、
感
謝
の
気
持

ち
と
共
に
多
忙
な
一
日
は
終
わ
り
ま
し
た
。

一
方
、
文
化
塾
で
は
、
体
験
入
会
を
終
え
、
当
協
会
に
入

会
し
て
い
た
だ
い
た
新
会
員
の
方
へ
の
研
修
、
そ
し
て
、

「
長
浜
Ｖ
Ｇ
協
会
に
入
会
し
て
良
か
っ
た
」
と
思
わ
れ
る
居

心
地
の
良
い
居
場
所
作
り
や
、
充
実
感
を
味
わ
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
度
も
、
残
す
と
こ
ろ
半
年
で
す
。
み
ん
な
で
力
を
合

わ
せ
、
計
画
し
た
事
業
の
遂
行
や
、
事
務
処
理
等
積
み
残
す

こ
と
な
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
出
来
る
よ
う
努
力

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ま
、
後
し
ば
ら
く
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。
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長
浜
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
魞
の
湖
会
の
一
員
と
し
て
湖
岸
一
帯
の
清

掃
作
業
に
行
き
ビ
ッ
ク
リ
、
何
と
食
べ
か
す
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
・
カ

ン
等
が
放
置
散
乱
し
て
い
ま
し
た
。
昔
よ
り
皆
様
の
マ
ナ
ー
が
良
く

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
花
火
を
見
て
感
動
し
た
の
に
、
花
火
が
終

わ
っ
て
し
ま
う
と
、
人
は
食
べ
た
物
飲
ん
だ
物
の
後
始
末
が
、
な
ぜ

で
出
来
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
、
残
念
で
す
。
花
火
を
楽
し
み

後

の

後
ま
で
感
動
と
共
に
、
自
分
達
の
い
た
場
所
の
後
始
末
を
し
っ

か
り
し
て
帰
っ
て
も
ら
い
た
い
、
そ
れ
が
出
来
て
本
当
に
楽
し
い
花

火
大
会
と
思
い
ま
す
。

来
年
は
、
皆
様
の
マ
ナ
ー
が
今
年
以
上
に
よ
く
な
り
清
掃
作
業
に

行
っ
た
時
、
何
も
散
乱
し
て
い
な
い
事
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

花
火
大
会
後
の
清
掃
所
感

「
大
聖
寺
展
」
に
つ
い
て
」山

﨑
喜
世
雄

私
が
住
ん
で
い
る
大
門
町
に
は
、
か
つ
て
神
道
山
大

聖
寺
と
い
う
天
台
宗
の
寺
院
が
あ
り
ま
し
た
。
史
料
に

は
四
十
八
の
寺
坊
が
あ
っ
た
と
す
る
記
録
が
あ
り
ま
す

が
、
元
亀
争
乱
の
こ
ろ
に
兵
火
に
遭
い
、
大
部
分
が
焼

失
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
真
言
宗
に

宗
旨
替
え
を
し
、
本
尊
の
不
動
明
王
を
安
置
す
る
不
動

堂
の
み
が
数
軒
の
信
徒
に
守
ら
れ
て
現
在
ま
で
山
間
に

ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
き
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
不

動
堂
を
お
守
り
し
て
き
た
信
徒
の
一
軒
で
す
。

二
〇
一
三
年
に
不
動
明
王
坐
像
は
長
浜
市
指
定
文
化

財
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

不
動
明
王
坐
像
は
、
体
高
が
百
三
十
五
セ
ン
チ
も
あ

り
県
内
で
は
稀
な
大
き
さ
で
す
。
体
幹
は
桐
の
一
木
造

り
で
、
製
作
年
は
平
安
後
期
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
動
明
王
像
の
な
か
で
は
弘
法
大
師
様
式
と
さ
れ
、
髪

型
や
憤
怒
の
表
情
、
口
を
噛
み
締
め
た
表
現
に
そ
の
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
約
千
年
を
経
て
、
木
像
は
虫
損
が
進

ん
で
い
ま
す
。

お
守
り
し
て
き
た
信
徒
は
こ
の
「
お
不
動
さ
ん
」
を

き
ち
ん
と
修
復
し
て
次
世
代
に
伝
え
た
い
と
考
え
、
こ

れ
ま
で
細
々
な
が
ら
活
動
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た

び
長
浜
市
が
像
修
復
の
支
援
事
業
と
し
て
、
浅
井
歴
史

民
俗
資
料
館
に
お
い
て
「
大
門
村
に
あ
っ
た
寺
院
・
大

聖
寺
」
展
（
十
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
ま
で
）

を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
大
聖
寺
展
に

は
、
不
動
明
王
坐
像
を
除
く
寺
宝
の
い
く
つ
か
が
展
示

さ
れ
ま
す
。
そ
の
一
端
を
紹
介
し
ま
す
と
、

十
六
善
神
図
（
一
幅
）

十
二
天
図
（
十
二
幅
）

鰐
口
（
大
阪
市
美
術
館
寄
託
品
）

千
仏
画
（
三
幅
）

な
ど
で
す
。
い
ず
れ
も
未
公
開
の
作
品
で
、
興
味
の
あ

る
方
は
ぜ
ひ
浅
井
歴
史
民
俗
資
料
館
に
お
運
び
く
だ
さ

い
。

ま
た
展
示
期
間
中
の
、

十
一
月
十
日

講
演
会
「
大
聖
寺
の
至
宝
」
講
師
・

坂
口
泰
章
学
芸
員

浅
井
図
書
館

十
一
月
十
七
・
二
十
三
日

不
動
明
王
坐
像
特
別
公

開

会
場
・
大
聖
寺
（
大
門
町
）

に
関
連
イ
ベ
ン
ト
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
時
に
東
京
上
野
公
園
脇
の
び
わ
湖
長
浜
カ
ン
ノ
ン

ハ
ウ
ス
な
ど
で
、
不
動
明
王
坐
像
の
写
真
展
（
十
二
月

二
十
二
日
ま
で
）
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
、
「
大
聖
寺

の
歴
史
と
文
化
財
」
と
題
し
た
長
浜
歴
史
文
化
講
座

（
以
上
十
二
月
八
日
）
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

早
津
康
弘

び
わ
こ
一
斉
清
掃
に
参
加
し
て

毎
年
七
月
一
日
は
「
び
わ
こ
清
掃
」
と
手
帳
に
書
き
込
ん
で

十
年
以
上
・
・
・
・
・

以
前
は
、
波
打
ち
際
の
沢
山
の
ゴ
ミ
で
手
に
持
っ
て
い
た
袋
は

す
ぐ
に
一
杯
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
数
年
は
、
朝
の
凪
の
音
を

聞
き
時
々
心
地
良
い
滋
賀
県
の
風
が
頬
を
な
で
る
散
歩
道
に
な

り
ま
し
た
。
び
わ
こ
が
綺
麗
に
な
っ
た
事
、
皆
様
の
小
さ
な
力

は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
と
喜
ん
で
い
ま
す
。

我
長
浜
Ｖ
Ｇ
は
ガ
イ
ド
案
内
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の

よ
う
な
奉
仕
作
業
と
を
、
二
本
柱
と
し
て
今
後
も
続
け
て
行
き

た
い
し
、
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
川
敬
子
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令
和
元
年
度
湖
北
ブ
ロ
ッ
ク

研
修
会
を
終
え
て

宮
垣
秀
太
郎

今
回
の
研
修
会
は
当
協
会
が
企
画
検
討
を
重
ね
、
皆

さ
ん
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
事
業
と
し
た
い
思
い
で
、

担
当
者
を
始
め
当
協
会
員
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん

だ
研
修
会
で
し
た
。

九
月
十
八
日
木
村
副
理
事
長
の
司
会
で
開
催
さ
れ
た
。

午
前
中
の
セ
レ
モ
ニ
ー
も
ス
ム
ー
ズ
に
終
了
、
昼
食
の

時
間
と
な
っ
た
。
昼
食
は
長
浜
商
店
街
の
実
態
も
知
っ

て
い
た
だ
け
る
機
会
で
も
あ
り
、
ラ
ン
チ
ク
ー
ポ
ン
を

取
り
入
れ
ま
し
た
が
、
私
た
ち
の
心
配
も
ど
こ
吹
く
風
、

何
の
問
題
も
な
く
参
加
者
の
意
見
も
好
評
で
し
た
。

午
後
は
考
え
抜
い
て
計
画
し
た
現
地
研
修
で
す
。
当

協
会
の
会
員
が
総
出
で
一
生
懸
命
担
当
の
任
務
を
果
た

し
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
参
加
の
方
々
か
ら
「
楽

し
か
っ
た
」
と
喜
ん
で
頂
け
た
こ
と
嬉
し
く
感
じ
ま
し

た
。当

協
会
の
皆
さ
ん
の
協
力
は
、
協
会
に
と
っ
て
大
変

に
大
き
な
力
と
な
っ
た
と
感
じ
ま
し
た
。
担
当
し
て
い

た
だ
い
た
皆
さ
ん
本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。

（
追
伸
）

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
、
講
演
や
研
修
・
ラ
ン
チ
ク
ー

ポ
ン
、
す
べ
て
の
項
目
で

「
良
か
っ
た
」

と

答
え
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

太
田
学
芸
専
門
監
講
演
録
（
部
分
）

テ
ー
マ
「
秀
吉
の
築
い
た
城
と
城
下
町
」

～

長
浜
城
下
町
の
戦
国
か
ら
近
世
～

浅
井
氏
が
天
正
元
年
に
滅
亡
し
た
後
秀
吉
は
十
二
万

石
を
与
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
長
浜
城
を
作
り
、
城
下
町

を
作
り
、
城
内
に
様
々
な
政
策
を
施
し
て
秀
吉
が
、
天

下
人
に
な
っ
た
後
も
基
本
的
な
政
策
を
長
浜
で
試
行
し

て
い
ま
す
。
長
浜
で
行
っ
た
数
々
の
政
策
が
近
世
（
江

戸
時
代
）
の
扉
を
開
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い

ま
す
。

江
戸
時
代
の
ル
ー
ツ
は
、
こ
の
湖
北
地
域
で
あ
り
、

こ
の
事
は
お
客
様
に
大
い
に
宣
伝
し
て
下
さ
い
。
「
江

戸
時
代
は
長
浜
か
ら
始
ま
っ
た
」
そ
う
言
っ
て
良
い
と

思
い
ま
す
。
政
治
的
な
シ
ス
テ
ム
は
関
ヶ
原
合
戦
の
後
、

徳
川
家
康
が
慶
長
七
年
江
戸
幕
府
を
作
っ
て
将
軍
に
な

り
江
戸
時
代
に
な
る
の
で
す
が
、
だ
け
ど
政
治
が
変
わ
っ

た
だ
け
で
そ
れ
ま
で
の
社
会
的
・
経
済
的
シ
ス
テ
ム
が

変
わ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
徐
々
に
秀
吉
政
権

が
や
っ
て
い
た
も
の
が
江
戸
時
代
に
引
き
継
が
れ
た
だ

け
で
社
会
的
・
経
済
的
シ
ス
テ
ム

は
、
秀
吉
や
家
臣
が
変
え
て
行
っ

た
も
の
で
、
そ
の
基
礎
が
、
長
浜

に
あ
る
の
で
す
。
城
下
町
も
そ
う

で
江
戸
時
代
の
城
下
町
の
ル
ー
ツ

は
長
浜
に
あ
る
の
で
す
。
我
々
は

こ
れ
を
強
く
主
張
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

湖
北
ブ
ロ
ッ
ク
研
修
会

に
参
加
し
て

藤
居
き
よ
子

私
が

初
に
想
っ
た
こ
と
は
、
企
画
担
当
の
方
々

に
「
と
て
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
で
す
」
と
、
御
礼
が

言
い
た
い
で
す
。

ラ
ン
チ
ク
ー
ポ
ン
の
件
に
つ
い
て
、
米
原
Ｖ
Ｇ
の

方
が
帰
ら
れ
る
時
、
尋
ね
て
み
ま
し
た
。
皆
さ
ん

「
良
か
っ
た
で
す
よ
、
ラ
ン
チ
ク
ー
ポ
ン
は
食
べ
た

い
も
の
が
選
べ
て
、
行
き
た
い
お
店
に
行
け
て
」
と

言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
又
今
回
お
茶
の
サ
ー
ビ

ス
が
無
い
事
を
詫
び
た
ら
「
お
茶
の
事
は
問
題
に
な

ら
な
い
位
、
良
か
っ
た
で
す
よ
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
て
「
ホ
ッ
ト
」
す
る
と
同
時
に
、

と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で
す
。
身
贔
屓
す
る
様
で
申
し

訳
な
い
で
す
が
、
担
当
し
て
頂
き
ま
し
た
皆
さ
ん
に

は
、
心
か
ら
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

「
お
疲
れ
様
で
し
た
」
と
言
わ
せ
て
下
さ
い
。
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今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

十
月

四
日
（
金
）

赤
い
羽
根
募
金
活
動

十
月

七
日
（
月
）

外
国
語
研
修

十
月

八
日
（
火
）

観
音
ま
つ
り
ガ
イ
ド

打
ち
合
わ
せ

十
月
十
六
日
（
水
）

大
通
寺
清
掃
（
九
時
～
）

十
月
十
七
日
（
木
）

運
営
委
員
会

十
月

二
十
六
日
（
土
）
県
外
研
修
申
し
込
み

締
切
り
日

十
月
三
十
一
日
（
木
）
全
体
集
会

十
一
月

五
日
（
火
）
県
外
研
修
（
岡
崎
）

秋
の
観
光
シ
ー
ズ
ン
た
け
な
わ

十
月
は
天
候
に
恵
ま
れ
る
観
光
シ
ー
ズ
ン

で
長
浜
で
も
数
々
の
行
事
が
計
画
さ
れ
、
沢

山
の
お
客
様
が
お
見
え
に
な
り
ま
す
。
お
客

様
が
「
長
浜
に
来
て
楽
し
か
っ
た
」
「
ま
た

訪
ね
て
み
た
い
」
と
好
印
象
で
帰
っ
て
下
さ

る
と
嬉
し
で
す
ね
。
ガ
イ
ド
を
す
る
機
会
も

多
い
と
思
い
ま
す
。
「
お
も
て
な
し
」
を
具

体
的
に
定
義
す
る
事
は
難
し
い
様
に
も
感
じ

ま
す
が
、
ガ
イ
ド
す
る
人
の
「
笑
顔
」
も
大

き
な
要
素
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

秋の曳山巡行

10月１２日（土）９：00 ～ １６：００

例年春に開催していた「曳山交替式」を、

今年から秋に移行し絢爛豪華な曳山八基を

曳行する「秋の曳山巡行」として盛大に開

催されます。

観音の里ふるさとまつり

１０月２０日（日）９：00 ～ 17:00

高月町内の観音堂等が一斉に開帳され

高月駅東口周辺では模擬店で賑わい、「巡

回バス」が各観音堂を巡ります。

長浜出世まつり

長浜城の再興を記念して始まった秋の

一大イベントです。

10月 5日（土）・６日（日）

・アートインナガハマ

10月１２日（土）

・長浜きもの大園遊会

・長浜火縄銃大会 10:00～12:00

１０月１３日（日）

・豊公まつり

１１月 ２日（土）

・長浜きものの集い

ＪＲふれあいハイキング 秋コース

① 11月3日（日） 歴女も集まる年に一度の三成祭
長浜駅ー観音寺－朽木旧街道－三成祭－足柄神社－ 長浜駅
（ 三成に想いを馳せ「三成祭」を楽しむコース）

② 11月6日（水） 後鳥羽神社と黄金に輝く１２０本の大イチョウ並木を歩く
田村駅―神田公民館―長浜農業高校―後鳥羽神社－田村駅
（見事に色ずいたイチョウ並木と農高ならではの体験を楽しむコース）

③ 11月８日（金） 竹籠作り体験と長浜古刹巡り
長浜駅―竹伊商店－知善院－大通寺－長浜駅
（有名な竹細工のお店での竹籠作りが楽しめるコース・焼肉弁当付き）

④ 11月２３日（土）満喫！秋の横山ハイキングコース
長浜駅－観音寺－横山城址－垣籠古墳群－長浜駅

（姉川の戦いの勝敗を決した横山城と古代ロマンの古墳群を楽しむコース）
⑤ 11月２６日（火）ガラス細工を楽しみ、古民家巡りで老舗の商品独り占め

長浜駅－鉄道スクェア―黒壁・ガラス体験－大通寺－曳山会館ー長
（ガラス細工体験と町家巡りを楽しむコース・焼肉弁当付き）

＜ 一般ガイドと同様にガイドへの応募をお願いいたします。＞


