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東
日
本
大
震
災
か
ら
早
や
半
年
が
過
ぎ
ま
し
た
が
、

被
災
し
た
方
々
と
国
全
体
が
復
興
に
向
け
て
力
を
合

わ
せ
て
い
ま
す
。
一
歩
一
歩
ゆ
っ
く
り
で
す
が
、
痛
み
を

共
有
し
、
本
来
の
人
間
の
優
し
さ
、
共
に
生
き
る
協
調

性
が
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

場
所
は
違
え
ど
三
重
県
・
和
歌
山
県
の
人
々
も
今
ま

で
経
験
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
山
津
波
に
よ
っ
て
大
き
な
被

害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
に
は
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
の
事
態
に
追
い
込
ま
れ
、

今
ま
で
当
た
り
前
に
し
て
お
っ
た
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
か

を
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

戦
後
の
貧
し
い
時
代
か
ら
科
学
の
著
し
い
進
歩
に
よ

り
、
恩
恵
を
与
え
ら
れ
、
便
利
で
速
く
簡
単
に
、
ま
た
多

く
の
物
質
的
豊
か
さ
を
味
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
人
間
が

求
め
て
き
た
飽
く
な
き
願
い
が
一
方
で
は
苦
し
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
科
学
技
術
に
よ
る
も
の
が
氾
濫
し
、
時
代
の

変
化
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
中
で
、
自
分
を
振
り
返
る

時
が
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

新
幹
線
で
言
う
な
れ
ば
、
目
的
の
場
所
に
早
く
到
着

す
る
こ
と
が
で
き
る
故
に
、
町
・
村
の
文
化
、
生
活
に
触
れ

る
こ
と
が
な
く
、
人
間
同
士
の
言
葉
の
出
会
い
が
無
く

な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
絆
・
人
と
の
関
わ
り
が
な
く
、
孤

独
感
が
加
速
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自

分
を
省
み
る
事
が
出
来
な
い
ほ
ど
、
時
代
の
変
化
が
激

し
く
な
り
、
人
間
が
モ
ノ
の
よ
う
に
必
要
で
な
け
れ
ば
排

除
さ
れ
、
自
分
の
存
在
感
を
失
な
い
、
自
殺
や
孤
独
に
な

る
人
々
が
ま
す
ま
す
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
懸
念
し
ま
す
。

生
ま
れ
て
か
ら
親
の
無
償
の
愛
、そ
し
て
自
分
の
思
い

を
超
え
た
大
き
な
は
た
ら
き
の
ル
ー
ル
で
今
ま
で
生
き

て
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
生
き
て
き
た
自
分
の
思
い

を
転
換
さ
せ
る
先
人
の
声
を
聞
き
、
未
来
に
望
み
を

か
け
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
今
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る

過
去
の
歴
史
を
知
り
、
相
手
を
敬
い
、
自
分
を
大
切
に

す
る
こ
と
と
同
時
に
、
人
間
か
ら
見
た
自
然
で
な
く
、
ま

ず
自
然
界
の
不
思
議
な
る
は
た
ら
き
を
学
ば
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
う
の
で
す
。

人
間
が
作
っ
た
第
二
の
自
然
界
は
豊
か
さ
便
利
さ
を

追
求
し
ま
す
が
、
人
間
の
世
界
は
無
常
で
あ
り
有
限
な

る
い
の
ち
と
教
え
て
く
れ
ま
す
。
世
界
の
様
子
は
瞬
時
に

伝
わ
り
人
間
が
繋
が
っ
て
い
る
故
に
傷
み
悲
し
み
の
心
を

共
有
し
て
い
る
我
々
は
皆
家
族
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
当

た
り
前
と
思
っ
て
生
き
て
き
た
こ
と
が
実
は
当
た
り
前
で

な
い
こ
と
を
、
各
地
で
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
か
ら
教
え

ら
れ
「
今
が
本
当
で
は
な
い
ぞ
」
と
問
い
続
け
る
こ
と
が
肝

要
な
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
教
の
教
え
は
、
私
の
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
本
当
の
生
き
方
を
示
し
下
さ
る
も
の
な
の
で
す
。

「
い
か
な
る
人
生
に
も
決
し
て
絶
望
は
な
い
。

逆
境
こ
そ
私
の
善
知
識
で
あ
っ
た
」
中
村
久
子

「
過
去
に
目
を
閉
ざ
す
者
は
結
局
の
と
こ
ろ
現
在
に
も

盲
目
と
な
り
、
非
人
間
的
な
行
為
を
心
に
刻
も
う
と

し
な
い
者
は
、
ま
た
そ
う
し
た
危
険
に
陥
り
や
す
い
。
」

東
西
統
一
当
時
の
ド
イ
ツ
の
大
統
領

「
肉
眼
は
他
の
非
が
見
え
る

仏
眼
は
自
己
の
非
に
目
覚
め
る
」

川
瀬
和
敬

こ
の
よ
う
な
歴
史
の
人
の
声
を
心
か
ら
聞
か
せ
て
頂
き
、

重
く
受
け
止
め
、
忘
れ
な
い
こ
と
が
今
本
当
に
大
切
な
こ

と
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

久
遠
寺
住
職

高
山
元
智

合
掌
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～
ご
案
内
～

平
成
23
年
10
月
15
日
（
土
）

◎
当
山
報
恩
講
執
行

法
要

午
後
一
時
よ
り

法
話

午
後
二
時
よ
り

布
教
使

浄
泉
寺
住
職
戸
田
信
行
師

非
時
（お
食
事
）午
前
十
一
時
よ
り

庫
裡
座
敷
で
お
食
事
を
お
召
し
上
が
り

に
な
れ
ま
す
。是
非
召
し
上
が
って
頂
き
、

報
恩
講
の
お
勤
め
を
致
し
ま
し
ょ
う
。

◎
報
恩
茶
会

於
書
院
茶
室

午
前
九
時
半
よ
り
午
後
十
一
時
半
迄

寺
の
茶
室
で
、
お
茶
と
お
菓
子
を

是
非
お
上
が
り
く
だ
さ
い
。

お
勤
め
前
の
一
服
を
ど
う
ぞ
。

年
に
一
度
の
報
恩
講
を
お
勤
め
致

し
ま
す
。
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

御
参
詣
下
さ
る
事
を
、
寺
族
一
同

心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

南
无
阿
弥
陀
仏

「
正
行
即
ち
正
業
な
り
。
正
業

即
ち
正
念
な
り
。
正
念
即
ち

是
れ
念
仏
な
り
。即
ち
是
れ
南

无
阿
弥
陀
仏
な
り
」

正
行
と
は
、
雑
行
・
助
行
・
邪
行
と

対
す
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

本
当
の
事
が
わ
か
ら
な
い
故
に
、

本
当
で
な
い
こ
と
を
本
当
と
し
て
、

思
い
通
り
に
生
き
て
い
る
私
を
大

転
換
さ
せ
た
自
覚
の
言
葉
で
あ

り
ま
す
。

「
我
が
生
す
で
に
尽
き
、
梵
行

す
で
に
立
つ
所
作
す
で
に
な
く
、

自
ら
後
有
を
受
け
ず
と
知
る
」

『
阿
含
経
』

私
の
思
い
で
生
き
て
い
る
い
の
ち

で
は
な
い
と
目
覚
め
、
私
の
中
に
真

実
の
光
が
射
し
、迷
い
の
心
が
消

え
、
も
う
す
べ
き
こ
と
は
無
く
、
後

悔
は
し
な
い
心
の
転
換
で
あ
り
ま

す
。
こ
れ
が
雑
行
を
捨
て
て
本
願

に
帰
す
と
の
こ
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。

弘
誓
＝
仏
様
の
誓
い
の
お
言
葉
を
広

く
弘
め
る
仏
の
願
い
で
あ
る
。

難
思
＝
心
で
思
い
、
口
で
言
い
表
せ

な
い
こ
と
。

宝
海
＝
仏
の
功
徳
を
海
に
例
え
る
。

親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
で
あ
ら
ゆ

る
行
を
積
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
妄

想
の
煩
悩
が
必
ず
起
き
て
く
る
の
で

す
。
そ
こ
で
、
永
い
永
い
修
行
を
さ
れ

た
仏
様
の
救
い
の
声
を
聞
か
れ
、
そ
の

心
の
転
換
に
よ
っ
て
喜
ん
で
広
く
伝

え
よ
う
と
す
る
願
い
を
し
っ
か
り
と

受
け
止
め
、
心
を
仏
様
の
功
徳
に
任

せ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

亡
く
な
ら
れ
た
人
々
の
生
き
方

の
言
葉
が
、
今
の
私
の
歴
史
と
な
っ

て
今
が
あ
る
訳
で
す
。
先
に
生
ま

れ
た
人
々
の
教
え
が
、
今
当
た
り

前
に
生
き
て
い
る
私
を
目
覚
め
さ

せ
導
い
て
下
さ
っ
て
い
る
こ
と
に
気

付
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
後
の
者
は
、

今
を
感
謝
す
る
こ
と
で
き
る
人
間

に
な
り
、
そ
の
教
え
を
伝
え
て
い
か

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思
う
の
で
す
。

あ
な
た
の
お
蔭
で
仏
様
か
ら
念
ぜ

ら
れ
て
い
る
私
で
あ
っ
た
と
気
付
か

せ
て
頂
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
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久遠寺の掲示板

報
恩
講
っ
て
何
？

（第
30
号
よ
り
引
用
）

親
鸞
聖
人
は
九
十
歳
（
一
二
六
二

年
）
十
一
月
二
十
六
日
に
、
浄
土
に

お
還
り
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
五
年

に
太
陰
暦
を
太
陽
暦
に
替
わ
っ
た
の

を
機
に
、
一
月
十
六
日
を
ご
命
日
と

し
て
法
要
が
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
各
末
寺
に
お
い
て
は
十

月
を
始
め
と
し
て
十
一
月
・
十
二

月
・
一
月
に
報
恩
講
を
勤
め
て
お
り

ま
す
。
聖
人
の
ご
遺
骨
は
京
都
東
山

大
谷
の
地
に
お
納
め
ら
れ
、
そ
の
十

年
後
に
は
東
山
吉
水
の
地
に
ご
遺
骨

を
移
し
て
、
六
角
の
堂
を
建
立
し
、

聖
人
の
御
影
像
を
安
置
し
ま
し
た
。

報
恩
講
と
い
う
名
称
は
、
本
願
寺

第
三
代

覚
如
上
人
（
親
鸞
聖
人
の

曾
孫
）
が
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
讃

え
、
『
報
恩
講
私
記
』
を
著
さ
れ
た

時
か
ら
で
す
。

毎
年
の
ご
命
日
を
通
し
て
、
親
鸞

聖
人
の
ご
恩
徳
を
偲
び
、
聖
人
の
み

教
え
を
学
ば
せ
て
頂
く
、
ま
た
改
め

て
教
え
を
確
認
さ
せ
て
頂
く
事
が
、

報
恩
の
名
の
由
来
で
あ
り
ま
す
。
私

達
が
思
う
恩
に
報
い
る
と
は
、
両
親

ま
た
は
先
祖
・
恩
師
と
い
う
周
り
の

方
々
の
御
陰
で
今
の
自
分
が
あ
る
と

い
う
恩
恵
に
感
謝
す
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
真
宗
で
の
報
恩
は
、

九
十
年
の
生
涯
を
通
し
て
、
真
実
の

宗
教
と
は
何
で
あ
る
か
と
教
え
て
下

さ
っ
た
事
、
出
遇
わ
せ
て
頂
い
た
事

へ
の
感
謝
で
あ
る
こ
と
が
真
義
な
の

で
あ
り
ま
す
。

南
无
阿
弥
陀
仏

人
間
は
両
親
と
の
縁
で
こ
の
世

に
誕
生
し
、自
分
の
誕
生
を
知
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。両
親
や
人
に

聞
く
か
、写
真
な
ど
で
知
ら
さ
れ

る
わ
け
で
す
。で
す
が
今
我
が
身

が
あ
る
事
実
は
二
十
四
時
間
無

償
の
愛
で
育
て
ら
れ
た
結
果
で
も

あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
私
の
思
い
を

超
え
た
無
条
件
の
親
の
愛
で
今
の

「生
」が
あ
る
の
で
す
。そ
し
て
、自

分
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
、生

か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
知
る

こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
と
思
い

ま
す
。成
長
す
る
と
と
も
に
自
分

の
思
い
や
都
合
で
そ
の
尊
い
大
き
な

愛
で
育
て
ら
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

生
き
る
と
言
う
こ
と
は
あ
ら
ゆ

る
も
の
の
は
た
ら
き
で
生
か
さ
れ

て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
目
覚

め
、そ
の
瞬
間
支
え
て
く
れ
た
周

り
に
有
難
う
と
言
い
た
い
も
の
で
す

ね
。

合
掌
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長
編
連
載

『
心
の
響
き
』

久
遠
寺
檀
家
の
一
員
さ
ん

家
長
（
祖
父
）
を
上
座
に
家
族
全
員
食
卓

を
囲
み
「箸
取
ら
ば
天
土
御
代
の
御
恵

み
・
・
・
」
と
合
唱
し
て
食
事
が
始
ま
っ
た
も
の

で
す
。
お
米
は
、
我
々
の
口
に
入
る
ま
で
に
は

そ
れ
は
大
変
な
労
力
が
掛
か
っ
て
お
り
心
か

ら
感
謝
の
気
持
を
も
た
ね
ば
と
、
一
粒
の
米

も
大
切
に
、
落
ち
た
ら
拾
っ
て
食
べ
よ
と
躾
け

ら
れ
ま
し
た
。
不
潔
だ
か
ら
。
時
代
に
よ
っ
て

考
え
も
変
わ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
つ
の
時
代

も
物
を
大
切
に
す
る
心
は
持
ち
続
け
た
い
も

の
で
す
。
少
子
化
時
代
の
こ
の
頃
は
子
供
の

躾
よ
り
可
愛
が
り
の
方
に
重
点
を
置
き
意

欲
薄
弱
な
自
主
性
・
独
創
性
の
無
い
子
供

が
多
く
な
っ
た
よ
う
に
思
は
れ
ま
す
。
昔
の
よ

う
に
子
沢
山
の
大
家
族
で
育
っ
た
者
は
時
に

兄
弟
喧
嘩
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
上
の
子
供
は

下
の
子
の
お
守
り
を
し
た
り
、
善
行
へ
導
く

こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。
又
何
事
も
先
に

先
に
と
根
性
で
ぶ
つ
か
ら
ね
ば
成
就
し
な
い

と
子
供
心
に
わ
き
ま
え
て
強
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
男
の
子
が
泣
こ
う
も
の
な
ら
、
親
は
す
ぐ

「
男
の
子
で
し
ょ
う
」
「
男
は
泣
か
な
い
者
」
と

戒
め
た
も
の
で
す
。

・
・
次
号
へ
続
く
・
・

先
月
末
、
久
遠
寺
檀
家
の
一
員
さ
ん
が
お
浄
土
に
往
生
さ
れ
ま

し
た
。
寺
の
役
員
と
し
て
寺
を
永
い
間
ず
っ
と
支
え
て
下
さ
い
ま
し

た
。
ご
病
気
に
な
ら
れ
て
か
ら
は
、長
い
闘
病
生
活
で
あ
り
ま
し
た

が
、
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
も
病
の
事
実
を
受
け
止
め
ら
れ
、
多
く

の
教
え
を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。

今
後
も
そ
の
お
姿
を
道
標
と
し
、
私
た
ち
を
導
い
て
下
さ
る
こ

と
を
願
い
な
が
ら
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
有
難
う
御
座
い
ま

し
た
。

平成23年8月更新久
遠
寺
正
門

に
設
置
し
て
あ

る
掲
示
板
法
語

は
月
に
二
回
ほ

ど
更
新
し
て
お

り
ま
す
。
法
語
に

合
わ
せ
て
当
寺

住
職
の
味
わ
い

を
お
楽
し
み
下

さ
い
。
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今
後
の
予
定

是
非
皆
様
お
揃
い
で
ご
参
詣
く
だ
さ
い
。

11月16日（水）
午後1:30～

10月15日（土）

賢隆山久遠寺

◎久遠寺ＨＰ＆blogも随時更新中です。是非お時間のある時にご覧ください。
◎寺報記事も随時募集中です。ご協力お願い致します。
◎お経本・お念珠等は床に直接置かないように気を付けましょう。

あ
な
た
は
い
く
つ

あ
な
た
は
い
く
つ

あ
な
た
は
い
く
つ

あ
な
た
は
い
く
つ
答答答答
え
ら
れ
る

え
ら
れ
る

え
ら
れ
る

え
ら
れ
る
？？？？

答答答答
え
は
え
は
え
は
え
は
、、、、
こ
の
こ
の
こ
の
こ
の
ペ
ー
ジ
の

ペ
ー
ジ
の

ペ
ー
ジ
の

ペ
ー
ジ
の
左
下
左
下
左
下
左
下
！！！！

1-③③③③2-③③③③3-①①①①4-①①①①

12月20日（火）
午後1：30～

真
宗
入
門
法
話
会
⑰

和
讃
和
讃
和
讃
和
讃
の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

～
副
題
未
定
～

1月10日（火）
午前9：00～

久遠寺本堂

命
と
い
う
ロ
ー
ン
コ
ン
ベ
ア
が
回
る

止
ま
る
こ
と
の
な
い
コ
ン
ベ
ア
が
・
・
・

８
６
年
の
過
去
を
彼
方
の
遠
く
に
見
て

前
を
向
け
ば
コ
ン
ベ
ア
の
先
端
は

自
分
の
目
の
前
で
あ
る

耳
を
澄
ま
せ
ば
、
祖
父
母
や
父
母
、

亡
き
妻
の
声
が
す
る

血
ま
み
れ
の
死
ん
で
い
っ
た
義
父
の
声
も
す
る

皆
こ
の
コ
ン
ベ
ア
の
先
端
か
ら
消
え
た

私
も
い
よ
い
よ
先
端
ま
で
来
て
し
ま
っ
た

落
ち
る
落
ち
る
！

何
処
ま
で
落
ち
る
や
ら
？

そ
れ
が
知
り
た
い

知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

時
間
が
な
い
！

そ
の
時
、
私
の
耳
元
に
大
き
な
声
が
し
た

そ
の
ま
ま
来
い
！
心
配
す
る
な

落
ち
た
ら
、
お
れ
の
手
の
中
だ
！

私
は
こ
の
不
思
議
な
声
に

思
わ
ず
南
無
と
答
え
た

こ
の
詩
は
法
話
会
で
先
生
が
紹
介
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。人
の
死
に
対
す
る
恐
怖
・不
安
を
上
手

く
表
現
さ
れ
、仏
様
の
救
い
の
声
が
如
実
に
聞
こ

え
て
く
る
臨
場
感
が
す
ご
く
伝
わ
っ
て
き
ま
す

ね
。仏

様
の
救
い
は
、欲
ば
か
り
の
生
活
を
し
て
い
る

私
た
ち
に
は
聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
が
、実
は
も
う

聞
こ
え
て
い
る
状
態
な
の
で
す
。た
だ
私
た
ち
が

聞
こ
う
と
し
て
い
な
い
、聞
く
状
態
に
な
っ
て
い
な

い
だ
け
の
よ
う
に
感
じ
ま
す
。我
が
身
を
省
み
た

時
に
、『南
无
阿
弥
陀
仏
」と
お
称
え
し
た
ら
、

き
っ
と
聞
こ
え
て
く
る
声
が
あ
り
ま
す
よ
。

南
无
阿
弥
陀
仏

久
遠
寺
衆
徒

高
山
信
雄

修
正
会
（
お
正
月
）

墓
参
り

☆
皆
様
の
御
参
詣
を
心
よ
り

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

平和公園墓地

報
恩
講

報
恩
講

報
恩
講

報
恩
講

法
要
法
要
法
要
法
要

午
後
一
時

午
後
一
時

午
後
一
時

午
後
一
時
～～～～

法
話
法
話
法
話
法
話

午
後
二
時

午
後
二
時

午
後
二
時

午
後
二
時
～～～～

布
教
使

布
教
使

布
教
使

布
教
使

戸
田
信
行
師

戸
田
信
行
師

戸
田
信
行
師

戸
田
信
行
師

報
恩
茶
会

報
恩
茶
会

報
恩
茶
会

報
恩
茶
会

午
前
九
時
半

午
前
九
時
半

午
前
九
時
半

午
前
九
時
半
～～～～
十
一
時
半
迄

十
一
時
半
迄

十
一
時
半
迄

十
一
時
半
迄

於於於於

久
遠
寺
書
院
茶
室

久
遠
寺
書
院
茶
室

久
遠
寺
書
院
茶
室

久
遠
寺
書
院
茶
室

1
、お
彼
岸
の
意
味
は
？

①
地
獄

②
天
国

③
お
浄
土

④
三
途
の
川

⑤
あ
の
世

2
、お
彼
岸
は
春
分
の
日
、秋
分
の
日
を

お
中
日
と
し
て
何
日
間
あ
る
？

①
5
日
間

②
６
日
間

③
7
日
間

3
、お
彼
岸
の
お
墓
参
り
。
お
墓
に
水
を

か
け
る
の
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
？

①
お
掃
除

②
穢
れ
を
除
く

③
感
謝
の
気
持
ち

④
鬱
憤
晴
ら
し

４
、彼
岸
に
対
す
る
言
葉
と
意
味
は
？

①
此
岸
＝
迷
い
の
世
界

②
比
岸
＝
何
で
も
願
い
が
叶
う
世
界

久遠寺本堂

真
宗
入
門
法
話
会
⑯

和
讃
和
讃
和
讃
和
讃
の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

の
こ
こ
ろ

～
王
舎
城
の
悲
劇
～

是
非
皆
様
お
揃
い
で
御
参
詣
く
だ
さ
い
。

健心健心健心健心にににに頂頂頂頂きましてきましてきましてきまして

感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでちでちでちで一杯一杯一杯一杯ですですですです！！！！！！！！！！！！

高橋様、有難う御座います！！

秋田様、拂様、有難う御座います！！


