
 （１）  第 4 号            びょうどうじだより            平成１6 年１月１日 

              

中
興
八
〇
〇
年
記
念
の
二

重
塔
、
釈
迦
堂
の
再
建
も 

多
く
の
方
々
の
あ
た
た
か
い

ご
奉
賛
ご
協
力
の
も
と
八
月

一
日
落
慶
を
迎
え
ま
す
。 

     
二 
重 

の 

塔 

再 

建 
 

 
 

 
 

 
 

丸 

子 

孝 

法 

              

丁
度
十
年
後
の
二
〇
一
四
年

は
お
釈
迦
さ
ま
の
二
五
〇
〇
回

忌
に
当
た
り
ま
す
の
で
、
あ
り

が
た
い
報
恩
感
謝
の
再
建
に
な

り
ま
す
。 

昨
年
十
月
は
北
ア
メ
リ
カ
国

際
布
教
、
両
大
本
山
北
米
別
院

禅
宗
寺
創
立
八
〇
周
年
記
念
大

授
戒
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

随
喜
さ
せ
て
い
た
だ
き
大
変
感

動
し
ま
し
た
。
仏
教
は
イ
ン
ド

か
ら
は
じ
ま
り
全
世
界
に
伝
わ

り
ま
し
た
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の

最
後
の
み
教
え
は
真
実
に
め
ざ

め
分
別
を
離
れ
よ
と
い
う 

非
対
立
の
人
類
平
和
の
大
原
則

で
あ
り
ま
す
。 

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

塔
の
起
源 

釈
迦
が
亡
く
な
る
と
，
信
者
に

よ
っ
て
遺
骨
（
舎
利
）
は
八
つ

に
分
け
ら
れ
，
舎
利
を
安
置
す

る
建
造
物
が
作
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
が
塔
の
起
源
で
す
。 

二

重
塔
の
「
塔
」
も
，
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
の

音
を
写
し
た
卒
都
婆
・
卒
塔
婆

（
そ
と
ば
・
そ
と
う
ば
）
を
略 

し
た
言
葉
な
の
で
す
。 

 

ス
ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
と
、
釈

迦
や
仏
弟
子
な
ど
の
遺
骨
や

遺
品
を
安
置
し
た
塔
（
仏
塔
）

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
多

い
と
思
い
ま
す
が
，
も
と
も
と

は
土
を
盛
り
上
げ
た
お
墓
の

こ
と
で
，
仏
教
以
前
か
ら
存
在

し
て
い
た
土
饅
頭
（
ど
ま
ん
じ

ゅ
う
）
の
形
を
し
た
お
墓
を
意

味
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ

が
，
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
レ

ン
ガ
や
石
で
増
広
・
補
修
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
仏
弟
子

や
偉
い
お
坊
さ
ん
の
ス
ト
ゥ

ー
パ
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
，
単
な
る
お
墓
で
は
な
く
，

あ
る
種
の
記
念
碑
的
性
格
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。 

南
イ
ン
ド
を
除
く
全
イ
ン
ド

を
は
じ
め
て
統
一
し
た
ア
シ

ョ
ー
カ
王
は
，
仏
教
を
熱
心
に

信
仰
し
，
保
護
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
伝
説
に
よ
れ

ば
，
王
は
，
は
じ
め
に
作
ら
れ

た
八
つ
の
塔
を
開
い
て
仏
舎

利
を
取
り
出
し
，
そ
れ
を
分
け

て
八
万
四
千
の
仏
塔
を
建
立

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
王
は
，
釈
迦
に
ゆ
か
り
の

あ
る
地
に
巡
拝
し
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
を
さ
ら
に
民
衆
に
も

勧
め
た
た
め
，
塔
を
作
る
こ
と

（
起
塔
供
養
）
・
仏
塔
崇
拝
・

仏
蹟
巡
拝
が
一
気
に
流
行
し
，

仏
教
が
一
般
の
人
々
に
ま
で

広
ま
っ
た
の
で
す
。 

塔
は
，

こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
，
発

展
し
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し

塔
に
対
す
る
信
仰
は
，
は
じ
め

は
一
般
人
の
み
で
し
た
。
そ
れ

は
、
初
期
に
は
戒
律
で
出
家
者

に
よ
る
仏
塔
供
養
が
禁
止
さ

れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
で
す
か

ら
，
は
じ
め
は
精
舎
と
は
異
な

っ
た
場
所
に
作
ら
れ
た
よ
う

で
す
。
そ
れ
が
徐
々
に
融
合
し

て
寺
院
を
形
成
し
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。  

 

平
等
寺
だ
よ
里 
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 （２）  第４号            びょうどうじだより            平成１６年１月１日 

北
米
記
念
に
随
喜 

去
る
、
十
月
十
五
日
（
水
）

よ
り
十
九
日
（
日
）
の
五
日
間

に
わ
た
り
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

市
・
両
本
山
北
米
別
院
禅
宗
寺

に
お
い
て
、
北
ア
メ
リ
カ
開
教

八
十
周
年
、
禅
宗
寺
創
立
八
十

周
年
の
記
念
行
事
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。 

こ
の
度
の
八
十
周
年
記
念

行
事
は
、
曹
洞
宗
宗
務
庁
の
共

催
、
両
本
山
の
協
賛
を
仰
ぎ
、

北
ア
メ
リ
カ
国
際
布
教
総
監

部
、
両
本
山
北
米
別
院
禅
宗

寺
、
国
際
セ
ン
タ
ー
が
総
力
を

上
げ
て
準
備
し
開
催
さ
れ
ま

し
た
。 

 

記
念
行
事
の
授
戒
会
に
於

い
て
丸
子
孝
法
特
派
布
教
師

が
、
説
戒
師
の
配
役
を
勤
め
ま

し
た
。 

 

日
本
よ
り
五
十
六
人
の
随

喜
を
得
、
南
ア
メ
リ
カ
よ
り
三

好
晃
一
国
際
布
教
総
監
、
北
ア

メ
リ
カ
よ
り
国
際
布
教
師
、
伝

道
教
師
、
伝
道
師
三
十
五
人
が

荷
担
し
、
総
勢
九
十
二
人
の
僧

侶
に
よ
り
八
十
周
年
慶
讃
法

要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。 

 

     

 

戒
弟
は
、
禅
宗
寺
よ
り
九
十

四
人
、
桑
港
寺
（
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
）
よ
り
七
人
、
曹
禅
寺

（
モ
ン
テ
ベ
ロ
）
よ
り
六
人
、

好
人
庵
（
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
）
よ

り
七
人
、
日
本
よ
り
六
人
、
総

数
百
二
十
人
。
そ
の
内
、
四
十

人
以
上
が
英
語
を
母
国
語
と

す
る
戒
弟
で
あ
り
ま
し
た
。 

           

五
日
間
の
授
戒
会
は
北
ア
メ

リ
カ
開
教
八
十
年
の
歴
史
上

は
じ
め
て
の
試
み
で
あ
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
が
な
さ
れ
、
特

徴
の
あ
る
意
義
深
い
戒
会
と

な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
英
語

を
母
国
語
と
す
る
方
の
た
め

に
配
役
・
差
定
は
す
べ
て
英
訳

さ
れ
、
歎
仏
会
・
壇
上
礼
・
仏

祖
礼
は
ロ
ー
マ
字
化
さ
れ
、
進

む 

退
・
差
定
に
つ
い
て
詳
し
い
英

語
の
解
説
を
つ
け
、
ま
た
戒
弟

の
た
め
の
し
お
り
も
英
訳
さ

れ
ま
し
た
。 

 

北
ア
メ
リ
カ
の
各
師
が
尸

羅
場
で
敬
虔
に
伝
供
し
、
両
班

に
立
ち
、
日
本
の
曹
洞
宗
の
法

要
を
見
事
に
進
退
し
、
諸
行
事

が
文
字
ど
お
り
厳
修
さ
れ
ま

し
た
。
国
際
布
教
師
、
伝
道
教

師
、
伝
道
師
、
日
本
か
ら
の
随

喜
各
師
が
、
同
じ
曹
洞
宗
師
と

し
て
何
の
違
和
感
も
な
く
読

経
し
、
礼
拝
を
し
て
い
る
姿

は
、
儀
式
の
真
の
意
味
の
美
し

さ
を
表
現
し
、
戒
弟
に
も
感
動

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
ま
た
、

説
戒
、
説
教
、
直
壇
口
宣
に
は

同
時
通
訳
を
配
し
、
話
し
手
と

通
訳
が
一
体
と
な
っ
た
見
事

な
英
訳
が
な
さ
れ
、
戒
弟
へ
の

理
解
を
一
層
深
め
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。 

 

戒
会
最
終
日
の
十
九
日
に

は
、
戒
弟
で
な
い
檀
信
徒
も
加

わ
り
総
勢
三
百
人
が
参
列
し

た
。
丸
子
特
派
布
教
師
に
よ
る

説
教
で
は
、
高
雅
な
親
し
み
深

い
暖
か
い
語
り
口
で
、
人
生
へ

の
感
謝
を
語
ら
れ
ま
し
た
。 

            

完
戒
上
堂
で
は
、
す
べ
て
の

問
答
が
通
訳
さ
れ
、
日
米
両
方

の
文
化
を
考
慮
し
た
、
日
米
両

語
に
よ
る
特
徴
の
あ
る
授
戒

会
は
大
開
静
と
な
り
ま
し
た
。 

今
回
の
授
戒
会
は
、
随
喜
さ

れ
た
日
米
の
宗
師
、
戒
弟
、
尸

羅
場
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ

い
た
各
寺
院
の
メ
ン
バ
ー
全

員
が
仏
戒
の
光
に
浴
し
、
融
合

し
、
新
鮮
な
感
動
と
法
悦
に
包

ま
れ
、
敬
虔
か
つ
な
ご
や
か
な

に
修
行
さ
れ
ま
し
た
。
北
ア
メ

リ
カ
開
教
八
十
周
年
の
歴
史

に
特
記
さ
れ
、
曹
洞
宗
門
の
未

来
を
明
る
く
照
ら
す
戒
光
が

輝
い
て
い
ま
し
た
。 

（
曹
洞
宗
報
秋
葉
玄
吾
師
筆
よ
り
抜
粋
） 

宗
派
超
え
平
和
祈
願 

 

奈
良
市
の
東
大
寺
（
華
厳

宗
）
の
大
仏
殿
で
十
一
月
十
一

日
、
曹
洞
宗
の
若
手
僧
侶
ら
七

十
名
と
共
に
孝
仁
と
寛
仁
も

参
加
し
て
世
界
平
和
と
仏
法

興
隆
を
祈
願
す
る
法
要
を
営

み
ま
し
た
。
世
界
平
和
記
念
日

に
ち
な
み
、
近
畿
曹
洞
宗
連
絡

協
議
が
申
し
出
て
東
大
寺
も

宗
派
を
超
え
た
法
要
に
賛
同

し
、
実
現
し
ま
し
た
。
黄
土
色

の
袈
裟
に
身
を
包
ん
だ
曹
洞

宗
の
僧
侶
が
大
仏
殿
に
入
堂
。

須
弥
壇
の
上
で
大
仏
を
ぐ
る

り
と
取
り
囲
み
、
普
段
、
東
大

寺
で
は
使
わ
な
い
木
魚
を
た

た
き
な
が
ら
仏
を
た
た
え
る

歎
佛
（
た
ん
ぶ
つ
）
法
要
を
営

み
ま
し
た
。
堂
内
に
は
読
経
の

声
が
響
き
わ
た
り
、
何
度
も
ひ

ざ
を
つ
い
て
お
拝
し
な
が
ら

須
弥
壇
の
上
を
巡
り
ま
し
た
。 

 



 （３）  第４号            びょうどうじだより            平成１６年１月１日 

三
輪
山
平
等
寺
は
、
五
八
一

年
聖
徳
太
子
が
賊
徒
を
平
定
す

る
た
め
三
輪
明
神
に
祈
願
し
て

賊
徒
平
定
後
、
十
一
面
観
音
を

刻
ん
で
寺
を
建
立
し
大
三
輪
寺

と
称
し
た
の
に
始
ま
り
ま
す
。 

 

鎌
倉
時
代
の
初
期
、
一
二
〇

四
年
慶
円
上
人
（
三
輪
上
人
）

を
迎
え
三
輪
山
平
等
寺
と
改
称

し
て
か
ら
大
伽
藍
が
再
建
さ

れ
、
仏
法
の
根
本
道
場
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。
慶
円
上
人
は
一

二
二
三
年
一
月
二
十
八
日
、 

 

             

八
十
四
才
の
高
齢
で
亡
く
な

る
ま
で
仏
法
の
興
隆
に
力
を

尽
く
さ
れ
た
高
僧
で
し
た
。
あ

る
日
、
三
輪
山
で
秘
法
を
修
め

て
い
た
最
中
、
本
堂
の
東
北
の

閼
伽
井
（
井
戸
）
の
ほ
と
り
で

貴
女
の
姿
に
身
を
変
じ
た
三

輪
明
神
に
あ
い
、
仏
法
の
奥
儀

を
伝
授
し
、
三
輪
明
神
か
ら
神

道
潅
頂
の
秘
法
を
授
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
時
の
三
十
一
文

字
の
歌
が
平
等
寺
の
御
詠
歌

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

梅
花
通
信 

十
月
二
十
四
日
に
毎
年
恒

例
の｢

奈
良
県
梅
花
流
詠
讃
歌

奉
詠
大
会｣

が
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
参
加
者
は
、
丸
子
妙
幸

さ
ん
、
美
佐
さ
ん
、
後
岡
繁
子

さ
ん
、
辻
本
英
子
さ
ん
、
日
浦

愛
さ
ん
、
岡
本
澄
子
さ
ん
、
師

岡
真
由
美
さ
ん
で
し
た
。
今
年

は
二
重
塔
落
慶
法
要
に
て
『
平

等
寺
ご
詠
歌
』
を
奉
詠
い
た
し

ま
す
の
で
、
皆
様
も
ど
う
ぞ
御

一
緒
に
お
唱
え
下
さ
い
。 

永
平
寺
参
拝 

七
月
十
日
十
一
日
の
一
泊

二
日
で
毎
年
恒
例
の
本
山
研

修
会
が
あ
り
ま
し
た
。 

作
務
の
日 

毎
年
恒
例
の
作
務
の
日
に
、 

今
年
は
六
十
名
に
及
ぶ
有
志

の
方
々
が
う
だ
る
よ
う
な
暑

さ
の
中
を
全
身
に
汗
を
流
し

な
が
ら
、
平
等
寺
の
隅
々
ま
で

掃
除
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
一
心
講
や
日
高
産
業
の

方
達
も
、
ご
奉
仕
で
一
生
懸
命

に
掃
除
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

三
輪
の
市
開
か
れ

る 

 

昨
年
も
盛
大
に
開
か
れ
た

三
輪
の
市
が
、
今
年
も
春
と
秋

に
開
か
れ
ま
す
。
境
内
に
プ
ロ

か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
ま
で
六
十

も
の
店
舗
が
並
び
ま
し
た
。
ぜ

ひ
一
度
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

仏
舎
利
納
め
る 

 

基
壇
中
央
の
心
礎
の
穴
に

ダ
ル
マ
ラ
ジ
カ
寺
の
仏
舎
利

と
イ
ン
ド
・
ブ
ッ
タ
ガ
ヤ
の

土
、
菩
提
樹
の
葉
、
敬
白
文
を

納
め
た
大
理
石
製
の
筒
形
容

器
を
安
置
し
、
仏
足
石
で
蓋
を

し
て
奉
安
法
要
を
営
み
ま
し

た
。 

 

空
手
道
場
報
告 

 

平
等
寺
研
修
道
場
で
稽
古

を
し
て
い
る
道
場
生
が
大
活

躍
。
大
西
盛
久
が
白
蓮
会
館
西

日
本
新
人
戦
で
準
優
勝
。
内
倉

拓
也
と
古
家
慶
大
が
内
田
塾

全
日
本
大
会
で
優
勝
と
準
優

勝
と
が
ん
ば
り
ま
し
た
。 

 

 

平
等
寺
ご
詠
歌 

（
八
月
一
日
に
お
唱
え
し
ま
す
） 



 （４）  第 4 号            びょうどうじだより            平成１6 年１月１日 

法
話 

「折
り
込
み
広
告
を
再
利

用
し
た
恩
師
の
手
紙
」 

学
生
の
こ
ろ
私
は
、
下
宿
す

る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
四
年

間
を
駒
沢
大
学
の
学
生
寮
で
過

ご
し
ま
し
た
。 

そ
こ
は
、
永
平
寺
や
總
持
寺
の

よ
う
な
修
行
道
場
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
に
準
ず
る
生
活

を
毎
日
送
っ
て
お
り
、
在
家
か

ら
仏
門
に
入
っ
た
私
に
と
っ
て

大
変
に
刺
激
的
で
あ
り
、
ま
た
、

実
り
多
き
時
代
で
も
あ
り
ま
し

た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
当
時
こ
の
寮
の

寮
長
で
あ
っ
た
恩
師
松
本
雍
親

（
よ
う
し
ん
）
先
生
は
「
宿
な

し
興
道
（
こ
う
ど
う
）」
と
い
わ

れ
た
近
代
を
代
表
す
る
禅
の
指

導
者
、
沢
木
興
道
（
さ
わ
き
こ

う
ど
う
）
老
師
の
お
弟
子
さ
ま

で
、
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
お
人
柄

に
は
大
変
親
し
み
を
感
じ
た
も

の
で
す
。 

平
素
の
ご
無
沙
汰
を
恥
じ
な

が
ら
、
昨
年
の
夏
、
恩
師
に
暑

中
見
舞
い
を
さ
し
上
げ
ま
し
た

と
こ
ろ
、
早
速
に
お
礼
の
お
手

紙
を
頂
戴
し
ま
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
私
は
そ
の
お
手

紙
を
開
い
て
驚
き
ま
し
た
。 

 

懐
か
し
い
恩
師
か
ら
の
お
手

紙
は
、
水
色
や
黄
色
、
う
す
緑

色
の
短
冊
に
し
た
た
め
ら
れ
て

お
り
、
裏
返
せ
ば
、
そ
れ
ら
は

新
聞
の
折
り
込
み
広
告
を
再
利

用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で

す
。 

 

 

 

私
は
自
ら
を
恥
じ
ま
し
た
。 

業
者
や
自
治
体
に
頼
る
前
に
、

自
ら
で
き
る
こ
と
が
ま
だ
ま

だ
あ
っ
た
の
で
す
。 

今
、
曹
洞
宗
で
は
地
球
環
境

を
守
る
全
曹
洞
宗
の
運
動
「
グ

リ
ー
ン
プ
ラ
ン
」
と
し
て
、
仏

祖
（
ぶ
っ
そ
）
の
示
さ
れ
た
「
少

欲
知
足
（
し
ょ
う
よ
く
ち
そ

く
）」「
欲
（
よ
く
）
を
抑
（
お

さ
）
え
、
足
（
た
）
る
を
知
（
し
）

る
」
と
い
う
教
え
の
実
践
を
推

し
薦
め
て
い
ま
す
。 

  

か
つ
て
、
私
た
ち
日
本
人
は

経
済
第
一
主
義
で
歩
ん
で
き

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
量
消

費
、
大
量
廃
棄
が
美
徳
の
よ
う

に
歌
わ
れ
、
環
境
破
壊
の
大
き

な
要
因
を
抱
き
か
か
え
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。 

  

折
り
込
み
広
告
を
利
用
し

た
恩
師
か
ら
の
お
手
紙
、
そ
の

数
枚
の
色
と
り
ど
り
の
美
し

い
短
冊
は
、
私
た
ち
に
大
切
な

事
を
語
り
か
け
て
い
ま
す
。 

 
年
間
行
事
予
定 

【
一
月
】 

一
～
三
日 

 

修
正
会 

十
二
日
十
三
時 

初
護
摩
会 

【
二
月
】 

三
日 

十
時 

星
祭
会 

十
五
日 

七
時 

涅
槃
会 

【
三
月
】
中
日
十
四
時
彼
岸
会

【
四
月
】 

四
日 

十
時 

大
護
摩
会 

（
花
祭
り
降
誕
会
） 

【
七
月
】
上
旬 

本
山
研
修
会 

中
旬 

作
務
の
日 

 
 

下
旬 

子
供
坐
禅
の
集
い 

【
八
月
】 

一
日 

九
時
半 

最
勝
会 

二
重
塔
落
慶
法
要 

平
等
寺
護
持
会
総
会 

二
十
三
日 

十
三
時 

地
蔵
会 

【
九
月
】
中
日
十
四
時
彼
岸
会

【
十
月
】 

 
 

下
旬 

 
 

梅
花
大
会 

【
十
二
月
】 

一
～
八
日 

朝
六
時
・
晩
七
時 

 
 

摂
心
会
並
び
に
成
道
会 

上
旬 

 

歳
末
托
鉢
行 

二
十
一
日
十
四
時 

終
護
摩
会 

三
十
一
日 

 
 

 

除
夜
の
鐘 

月
間
行
事
予
定 

一･

十
五
日
六
時 

祝
祷
朝
課 

四
～
二
十
九
日 

 

月
仏
参 

十
八
日
十
三
時 

梅
花
講 

二
十
四
日
十
四
時 

水
子
供
養 

二
十
八
日
十
四
時 

護
摩
会 

（
一
月
は
上
記
参
照
） 

日
曜
日
六
時
半 

坐
禅
会 

ま
る
が
行
く
④ 

チ
ロ
と
の
追
い
か
け
っ
こ

が
終
わ
り
、
事
務
所
前
の
日
当

た
り
の
い
い
所
で
一
休
み
。
あ

れ
？
何
だ
か
騒
が
し
い
ぞ
。
誰

か
が
喧
嘩
を
し
て
い
た
ら
私

が
ワ
ン
ワ
ン
と
跳
び
か
か
り
、

争
い
は
中
止
。
そ
し
て
、
チ
ロ

が
間
に
入
っ
て
ゴ
ロ
ン
と
ま

る
く
な
る
。
一
件
落
着
ワ
ン
。 

三
輪
山
裏 

 

昨
年
六
月
よ
り
ほ
と
ん
ど

毎
日
欠
か
さ
ず
朝
課
に
随
喜

さ
れ
る
近
所
の
方
が
い
ま
す
。

朝
課
の
後
に
皆
で
「
お
は
よ
う

ご
ざ
い
ま
す
」
そ
れ
ぞ
れ
の
一

日
の
始
ま
り
で
す
。
ま
だ
ま
だ

寒
さ
は
続
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご

自
愛
下
さ
い
。 

 

合
掌 

 


