
シ
リ
ー
ズ
で
、
お
経
・

偈
文
な
ど
の
意
味
を
少

げ

も

ん

し
ず
つ
解
説
し
て
き
ま

し
た
。

今
回
が
第
四
弾
で
す
。

ま
ず
最
初
に
、
我
が

曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅

師
が
説
か
れ
た
「
典
座

て

ん

ぞ

教
訓
」
と
い
う
、
食
事

き
ょ
う
く
ん

を
作
る
人
の
心
得
が
書

か
れ
た
も
の
と
、
「
赴ふ

粥
飯
法
」
と
い
う
食
事

し
ゅ
く
は
ん
ぽ
う

の
際
の
心
得
を
書
か
れ

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
で
何
度
も
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
一
粒
の
米
、
一
滴
の

水
を
も
大
切
に
扱
い
な

さ
い
」
と
い
う
こ
と
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。

物
の
大
切
さ
、
有
難

さ
を
伝
え
た
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
は

四
番
目
で
す
。

四
つ
に
は
、
中
国
に

は
古
く
か
ら
「
正
し
い

食
事
を
し
て
い
れ
ば
病

気
に
な
ら
な
い
。
病
気

に
な
っ
た
ら
食
事
を
正

せ
ば
よ
く
、
そ
れ
で
も

治
ら
な
け
れ
ば
、
薬
を

使
え
ば
良
い
」
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
医
食
同
源
の

考
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、

食
事
は
、
贅
沢
や
空
腹

を
満
た
す
た
め
で
は
な

く
、
健
康
を
維
持
す
る

た
め
の
良
薬
と
し
て
、

必
要
限
度
を
正
し
い
目

的
を
も
っ
て
い
た
だ
き

ま
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

現
代
は
「
飽
食
の
時

代
」
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト

食
品
や
ス
ナ
ッ
ク
菓
子

な
ど
「
カ
ロ
リ
ー
過
多

で
栄
養
失
調
」
と
い
う

の
が
「
飽
食
の
時
代
」

の
正
体
な
の
で
し
ょ
う
。

カ
ル
シ
ュ
ウ
ム
が
不

足
す
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し

て
キ
レ
や
す
く
な
り
、

マ
ン
ガ
ン
が
不
足
す
る

と
育
児
放
棄
を
す
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
研
究

報
告
も
あ
り
ま
す
。
真

冬
で
も
な
い
の
に
「
寒

い
」
と
訴
え
る
女
子
学

生
が
増
え
て
い
る
そ
う

で
す
。
そ
の
食
事
形
態

は
・
・
「
食
事
を
作
る

の
も
、
食
べ
る
の
も
面

倒
。
お
な
か
が
す
い
た

ら
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
を

つ
ま
め
ば
良
い
。
週
に

一
度
は
ド
カ
食
い
す
る

け
ど
・
・
」
と
。
更
に

は
イ
ラ
イ
ラ
も
あ
る
よ

う
で
、
一
〇
代
に
し
て

は
や
更
年
期
障
害
？
。

人
は
体
温
の
維
持
や
心

肺
活
動
、
生
活
活
動
に

必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

不
足
す
る
と
基
礎
代
謝

が
落
ち
体
温
も
下
が
り

ま
す
。
そ
の
結
果
が

「
寒
い
」
と
な
り
ま
す
。

風
邪
の
事
を
英
語
で
Ｃ

ｏ
ｌ
ｄ
（
冷
え
）
と
い

い
ま
す
が
、
「
風
邪
は

万
病
の
元
」
、
冷
え
は

万
病
の
元
体
温
が
下
が

れ
ば
冷
え
症
、
む
く
み
、

肥
満
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、

慢
性
疲
労
症
候
群
、
痛

風
、
糖
尿
病
、
な
ど
な

ど
あ
ら
ゆ
る
病
気
の
元

に
成
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

熱
を
下
げ
る
薬
は
あ
り

ま
す
が
「
熱
を
上
げ
る

薬
は
あ
り
ま
せ
ん
」
。

だ
か
ら
、
食
べ
物
、
食

べ
方
が
大
事
な
の
で
す
。

施
食
の
言
葉

粥

を

食

べ

る

と

十

の

か

ゆ

功
徳
が
あ
り
、
修
行
者
に

く

ど

く

し
ゅ
ぎ
ょ
う
し
ゃ

利
益
を
も
た
ら
す
。
そ
の

報
い
に
は
際
限
が
な
く
、

煩
悩
が
消
え
、
こ
の
上
も

ぼ

ん

の

う

な
い
安
楽
が
得
ら
れ
る
そ

う
だ
。
一
に
は
顔
色
を
良

く
す
る
。
二
に
は
体
力
を

増
す
。
三
に
は
寿
命
を
伸

ば
す
。
四
に
は
食
べ
過
ぎ

る
事
が
な
い
の
で
楽
で
あ

る
。
五
に
は
話
し
方
が
さ

わ
や
か
に
な
る
。
六
に
は

食
べ
た
物
が
胸
に
つ
か
え

な
い
。
七
に
は
風
邪
を
ひ

か
な
い
。
八
に
は
空
腹
が

い
や
さ
れ
る
。
九
に
は
の

ど
の
渇
き
が
消
え
る
。
十

に
は
便
通
が
よ
く
な
る
。

ご
参
考
ま
で
に
。

編

集

後

記

今
回
の
「わ
き
み
ず
」は
特

別
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
作
っ
て
み

ま
し
た
。
四
面
の
割
に
は

内
容
が
薄
い
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
が
・・・。

ま
あ
、
良
し
と
し
て
、
今

年
も
飽
き
な
い
で
、
お
付
き

合
い
下
さ
い
。

小
坊

去
年
と
い
い
、
今

年
と
い
い
、
人
間
と
し

て
「
正
し
く
生
き
る
」

姿
勢
は
崩
す
訳
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
昨
年
、
光

陰
空
し
く
過
ご
し
は
し

な
か
っ
た
か
。
元
旦
に

た
て
た
計
は
成
就
し
た

か
。
向
上
の
一
途
を
歩

ん
で
き
た
か
、
否
か
。

自
ら
を
点
検
し
、
反

省
す
べ
き
は
反
省
し
、

「
今
し
か
な
い
」
「
今

年
し
か
無
い
の
だ
」
と

の
思
い
で
過
ご
さ
な
く

て
は
、
今
が
、
一
年
が

「
も
っ
た
い
な
い
」
と

お
も
い
ま
せ
ん
か
。

み
な
さ
ん
は
今
年
う

さ
ぎ
年
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
と

跳
ね
て
、
他
の
人
よ
り

先
を
急
い
で
、
後
悔
だ

ら
け
だ
っ
た
と
い
う
一

年
を
過
ご
す
つ
も
り
で

は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

個
々
に
よ
っ
て
、
与

え
ら
れ
て
い
る
時
間
は

違
い
ま
す
。
寿
命
と
も

い
い
ま
す
が
、
短
か
ろ

う
が
、
長
か
ろ
う
が
、

そ
れ
を
ど
の
様
に
使
い

切
る
か
は
あ
な
た
次
第

で
す
。

次
の
言
葉
は
、
ア
メ

リ
カ
の
あ
る
作
家
の
言

葉
で
す
が
、
「
時
間
は

あ
な
た
の
人
生
の
貨
幣

か

へ

い

で
あ
る
。
あ
な
た
が
所

有
す
る
唯
一
の
貨
幣
で

あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
使

う
か
を
決
め
ら
れ
る
の

は
、
あ
な
た
だ
け
だ
」

時
間
と
い
う
貨
幣
、
そ

の
活
か
し
方
で
あ
な
た

の
人
生
の
豊
か
さ
が
大

き
く
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

自
分
だ
け
の
お
金
が
、

ン
百
万
円
あ
っ
た
ら
、

ど
の
様
に
つ
か
い
ま
す

か
。
多
分
、
誰
し
も
が
、

ダ
・
イ
・
ジ
、
に
使
う

と
思
い
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
の
新

春
を
寿
ぎ
、
寺
門
の
興

こ
と
ほ

隆
と
、
檀
信
徒
各
家
の

ご
清
福
を
冀
い
、
万
邦

せ

い

ふ

く

こ
い
ね
が

ば

ん

ぽ

う

和
楽
な
ら
ん
事
を
祈
念

わ

ら

く

い
た
し
ま
す
。

”

モ
チ
つ

・

・モ
タ
れ
つ
”

一
人
で
は
、

生
き
て

行
か
れ
な
い
。

大
黒
天
・
恵
比
寿
・

だ

い

こ

く

て

ん

え

び

す

毘
沙
門
天
・
弁
財
天
・

び

し

ゃ

も

ん

て

ん

べ

ん

ざ

い

て

ん

福
禄
寿
・
寿
老
人
・

ふ

く

ろ

く

じ

ゅ

じ

ゅ

ろ

う

じ

ん

布
袋
の
七
神
を
あ
わ
せ

ほ

て

い

て
七
福
神
と
い
い
ま
す

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身

地
は
多
国
籍
で
す
。

イ
ン
ド
出
身
の
大
黒

天
・
毘
沙
門
天
・
弁
財

天
、
中
国
か
ら
は
道
教

に
由
来
す
る
福
禄
寿
と

寿
老
人
、
そ
し
て
実
在

の
禅
僧
契
此
が
モ
デ
ル

ぜ

ん

そ

う

け

い

し

の
布
袋
さ
ん
。
日
本
か

ら
は
恵
比
寿
さ
ま
。

ど
う
し
て
こ
れ
ら
の

天
・
神
・
人
が
七
福
神

と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
か
、
確

か
な
と
こ
ろ
は
分
か
り

ま
せ
ん
が
、
一
説
に
、

中
国
の
晋
の
時
代
に
、

し

ん

族
界
を
を
離
れ
て
竹
林

に
集
ま
り
、
清
談
を
行
っ

た
七
人
の
隠

士
「
竹
林
の

ち

く

り

ん

七
賢
人
」
に

し

ち

け

ん

じ

ん

な
ぞ
ら
え
、

室
町
時
代
中

期
ご
ろ
か
ら

始
ま
っ
た
と

い
わ
れ
ま
す
。

ま
た
江
戸

時

代

、

天

台

宗

の

て
ん
だ
い
し
ゅ
う

天
海
僧
正
が
徳
川
家
康

て
ん
か
い
そ
う
じ
ょ
う

に
国
家
繁
栄
の
意
に
か

な

う

も

の

と

し

て

「
仁
王
護
国
経
」
を
説

に

ん

お

う

ご

こ

く

き

ょ

う

い
た
時
、
徳
川
家
康
か

ら
、
「
七
難
即
滅
・

し

ち

な

ん

そ

く

め

つ

七
福
即
生
」
の
七
福
と

し
ち
ふ
く
そ
く
し
ょ
う

は
何
か
と
問
わ
れ
た
と

き
、
「
寿
命
・
有
福
・

じ
ゅ
み
ょ
う

ゆ

う

ふ

く

人
望
・
清
廉
・
愛
敬
・

じ

ん

ぼ

う

せ

い

れ

ん

あ
い
き
ょ
う

威
光
・
大
量
」
の
七
つ

い

こ

う

た
い
り
ょ
う

で
あ
る
と
し
て
、
筆
を

執
っ
て
七
福
神
を
描
い

た
の
で
、
家
康
は
大
い

に
喜
ん
だ
と
い
う
逸
話

が
あ
り
ま
す
。

福
の
神

も
と
を
た
だ
せ
ば

貧
乏
の
神
が
追
々

出
世
し
た
も
の

新
年
の
最
初
に
見
る
夢

を
初
夢
と
い
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
だ
れ
が
最
初
に
使
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
歌
人
西
行
の
歌
と
し

さ
い
ぎ
ょ
う

て
「
夫
木
和
歌
抄
」
に
載

ふ

ぼ

く

わ

か

し

ょ

う

せ
て
い
る
次
の
歌
が
は
じ

め
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

年
く
れ
ぬ

春
来
べ
し

と
は
お
も
は
ね
ど

ま
さ
し
く
み
え
て

か
な
う
初
夢
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七
九

二
五
ー
二
八
五
〇

啓
誠

「
赴
粥
飯
法
」
に
学
ぶ

⑷

「
五

観

の

偈

」

ご

か

ん

げ

一
つ
に
は
功
の
多
少
を
計
り
、
か
の
来
処
を
量
る

こ
う

た

し

ょ
う

は

か

ら

い
し

ょ

は

か

二
つ
に
は
お
の
れ
が
徳
行
の
全
欠
を
忖
って
供
に
応
ず

と
く
ぎ
ょ
う

ぜ

ん

け

つ

は

か

く

お

お

三
つ
に
は
心
を
防
ぎ
過
を
離
る
る
こ
と
は
貧
等
を
宗
と
す

し

ん

ふ

せ

と

が

と

ん
と
う

し
ゅ
う

四
つ
に
は
ま
さ
に
良
薬
を
事
と
す
る
は
形
枯
を
療
ぜ
ん
が
た
め
な
り

り
ょ
う
や
く

ぎ

ょ
う

こ

り
ょ
う

五
つ
に
は
成
道
の
た
め
の
故
に
今
こ
の
食
を
受
く

じ
ょ
う
ど
う

ゆ

え

じ

き

「

五
観
の
偈

」
食
事
の
お
経

食事の偈文を唱え中
げ も ん
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◎
初
夢
は
誰
が

言
い
は
じ
め
た
？



二
年
続
き
で
す
が
、

平
成

二
十
一
年
に
は
、
四
年
生
十

一
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
、

そ
し
て
去
年
は
五
年
生
だ
け

で

九

人

と

覚

え

て

い

ま

す

が

、

な

ぜ

か

千
人
塚
の
説
明

を
し
て
下
さ
い
と
の
先
生
か

ら
の
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。

社
会
見
学
か
、
地
元
を
知

る
為
の
授
業
な
の
で
し
ょ
う
。

私
は
、
斗
内

に
来
て
ま
だ
浅

い
の
で
千
人
塚

ま
で
は
ま
だ
全

然
無
知
な
の
で
慌
て
て
資
料

を
探
し
ま
し
た
。
塚
に
出
か

け
て
行
っ
て
、
説
明
文
を
写

し
た
り
、
写
真
を
取
っ
た
り
、

三
戸
町
史
を
紐
解
い
た
り
で

大
変
で
し
た
。

千
人

塚
の

説

明
の

後
、

林

泉
寺

を
拝は

い

観

し
、

仏
像

か

んと

か
仏

具
の

説

明
を

致
し

ま
し
た
。

生

徒

の

中

に
は
、
檀
家
さ
ん
の
子
も
お

り
、
私
の
つ
た
な
い
説
明
で

も
真
剣
に
聞
い
て
く
れ
ま
し

た
。少

し
は

役
立
っ
た
か
な
？

毎
年
恒
例
の
草
刈
り
と
草

取
り
を
年
二
回
お
願
い
し
て

い
る
訳
で
す
が
、
去
年
の
当

番
は
、
６
月
に
中
本
村
（中
村

正
三
さ
ん
担
当
）
玉
ノ
木
、

山
端
、
袴
田
、
８
月
は
上
本

村
（中
村
庸
さ
ん
担
当
）
大
舌

２
地
区
、
斗
内
沢
の
地
区
の

方
々
で
し
た
。
当
番
の
地
区

の
方
々
に
は
本
当
に
ご
苦
労

様
で
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

斗
川
小

千
人
塚
・
林
泉
寺
見
学

去
年
を
振
り
返
っ
て

前
回
「
わ
き
み
ず
」

お
盆
号
に
掲
載
い
た
し

ま
し
た
〈
曹
洞
宗
の

そ
う
と
う
し
ゅ
う

行
事
〉
晋
山
式
ー
晋

山
式
っ
て
な
あ
に
ー
の

説
明
で
、
少
し
は
晋
山

式
の
意
味
が
解
っ
て
来

た
か
と
思
い
ま
す
。

今
回
は
上
記
の
よ
う

に
ー
本
尊
さ
ま
へ
の

ほ

ん

ぞ

ん

挨
拶
と
開
堂
ー
の
説
明

あ

い

さ

つ

か

い

ど

う

を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
前
回
の
二
枚

の
写
真
は
、
門
柱
を
入

も
ん
ち
ゅ
う

り
両
班
（
法
要
の
時
に

り
ょ
う
ば
ん

本
堂
の
左
右
に
立
ち
並

ぶ
お
坊
さ
ん
方
）
の
和

尚
さ
ま
方
に
引
き
つ
ら

れ
て
本
堂
に
入
り
、
須し

ゅ

弥
壇
に
上
っ
た
所
ま
で

み

だ

ん

の
説
明
で
し
た
。

少
し
重
複
し
ま
す
が
、

本
堂
に
入
っ
た
住
職
は
、

最
初
に
「
仏
殿
法
語
」

ぶ

つ

で

ん

ほ

う

ご

と
呼
ば
れ
る
、
本
尊
さ

ま
へ
の
挨
拶
の
言
葉
を

唱
え
、
続
い
て
本
尊
さ

ま
に
対
す
る
焼
香
を
行

し
ょ
う
こ
う

い
、
お
拝
を
し
ま
す
。

は

い

さ
ら
に
続
い
て
、
こ
の

お
寺
を
守
っ
て
下
さ
る

「
土
地
神
」
、
仏
の
教

ど

じ

じ

ん

え
を
守
っ
て
下
さ
る

「
護
法
神
」
へ
の
挨
拶

ご

ほ

う

じ

ん

で
す
。
本
尊
さ
ま
と
同

じ
よ
う
に
、
法
語
を
唱

ほ

う

ご

え
、
挨
拶
の
三
拝
を
し

さ

ん

ぱ

い

ま
す
。

次
に
「
祖
師
」
に
対

そ

し

す
る
挨
拶
で
す
。
こ
こ

で
い
う
祖
師
と
は
、
中

国
に
最
初
に
禅
の
教
え

を
伝
え
た
達
磨
さ
ま
の

だ

る

ま

の
事
で
、
禅
宗
（
曹
洞

ぜ
ん
し
ゅ
う

宗
）
の
祖
と
呼
ば
れ
る

方
で
す
。
ち
な
み
に
、

広
く
祖
師
と
い
っ
た
場

合
、
道
元
禅
師
、
瑩
山

ど

う

げ

ん

ぜ

ん

じ

け

い

ざ

ん

禅
師
な
ど
の
方
が
た
も

ぜ

ん

じ

含
み
ま
す
。

最
後
に
、
そ
の
お
寺

（
山
）
を
最
初
に
開
か

れ
た
方
、
最
初
の
住
職

で
あ
る
「
開
山
さ
ま
」

か

い

さ

ん

へ
の
挨
拶
を
行
い
ま
す
。

引
き
続
き
「
晋
山
開
堂
」

し

ん

さ

ん

か

い

ど

う

と
い
う
儀
式
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

開
堂
と
は
、
「
堂
を

開
く
」
と
い
う
こ
と
で
、

こ
れ
は
「
上
堂
」
と
同

じ
こ
と
を
行
い
ま
す
。

「
上
堂
」
と
は
、
本
堂

じ
ょ
う
ど
う

の
正
面
、
須
弥
壇
と
呼

し

ゅ

み

だ

ん

ば
れ
る
所
に
上
が
っ
て

説
法
す
る
こ
と
を
い
い

せ

っ

ぽ

う

ま
す
。
し
か
し
、
開
堂

は
、
新
た
に
そ
の
寺
院

に
入
っ
た
こ
と
を
宣
言

す
る
意
味
が
あ
り
、
上

堂
の
中
で
も
特
別
な
も

の
で
す
。

須
弥
壇
は
、
古
代
イ

ン
ド
の
人
が
考
え
た
世

界
の
中
心
に
あ
る
「
須し

ゅ

弥
山
」
と

み

せ

ん

い
う
山
を

か
た
ち
ど
っ

た
も
の
で
、

仏
さ
ま
は

こ
の
頂
上

に
お
ら
れ

る
と
考
え

た
の
で
す
。

だ
か
ら
、

須
弥
山
の

奥
に
本
尊

さ
ま
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

こ
の
式
で
は
、

本
尊
さ
ま
を
幕

な
ど
で
隠
し
、

本
尊
さ
ま
に
代

わ
っ
て
新
し
く

住
職
に
な
っ
た

お
坊
さ
ん
が
、

人
び
と
に
教
え

を
示
す
の
で
す
。

須
弥
壇
の
上

に
登
っ
た
住
職

は
、
最
初
に
晋
山
の
お

祝
い
に
関
す
る
「
法
語
」

を
唱
え
ま
す
。

続
い
て
、
首
座
か
ら

し

ゅ

そ

順
番
に
、
当
日
集
ま
っ

た
お
坊
さ
ん
の
何
人
か

が
、
須
弥
壇
の
上
に
い

る
新
し
い
住
職
に
対
し

て
、
考
え
方
や
そ
の
教

え
に
つ
い
て
質
問
し
ま

す
。そ

れ
に
答
え
る
こ
と

に
よ
り
、
広
く
檀
信
徒

の
皆
さ
ん
に
も
住
職
の

教
え
を
伝
え
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
晋
山
」

と
「
開
堂
」
を
行
い
、

新
た
な
住
職
を
迎
え
る

式
は
終
わ
る
の
で
す
。

次
回
は
、
法
戦
式
に

ほ

っ

せ

ん

し

き

つ
い
て
お
話
を
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

乞
う
ご
期
待
。

来
年
を
め
ざ
し
て

第６号 林 泉 寺 だ よ り 平成２３年１月５日（水） 第６号 林 泉 寺 だ よ り 平成２３年１月５日（水）

３ ２

両班に引かれて本堂へ入った所

問答（教えについて質問をしている所）

晋山のお祝いの法語を唱える

ー

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す

ー

本
堂
に
下
が
っ
て
い
る
金
色
の
長
い
荘
厳
具
を
幢
幡
と
言
い
ま
す
が
、
当
寺
に

し

ょ
う

ご
ん

ぐ

ど

う

ば
ん

は
二
本
し
か
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
本
来
は
四
角
に
あ
り
四
本
が
普
通
な
の
で

す
。
他
の
お
寺
に
四
本
有
る
の
に
何
で
当
寺
に
無
い
の
か
？
と
い
う
事
で
、
日
ノ

沢
の
責
任
総
代

田
沼
義
三
さ
ん
が
、
一
本
は
田
沼
家
先
祖
代
々
精
霊
菩
提
の

為
に
と
、
も
う
一
本
は
少
し
早
い
が
晋
山
記
念
と
い
う
事
で
寄
付
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。
お
盆
に
お
披
露
目
い
た
し
ま
し
た
。
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ど
な
た
で
も
、
寄
付
・寄
進
等
は
拒
み
ま
せ
ん
の
で

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

感謝！ 感謝！！

６
月
と
８
月
の

境
内
草
刈
り

平成21年の生徒達

平成22年の生徒達平成22年の生徒達

６月は少し滑る ８月は晴天 きもちいー。


