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木

金

土

日

月

火

　
責
任
役
員
の
土
谷
岩
治
さ
ん
、

松
本
文
次
両
氏
が
就
任
さ
れ
ま
し

浩
さ
ん
、

新
総
代
に
は
西
正
文
・

土
谷
さ
ん
の
後
任
に
総
代
の
川
上

総
代
の
綾
部
昇
吉
さ
ん
が
退
任
。

　
し
て
下
さ
い
。
（

地
区
世
話
人
さ
ん
経
由
）

 
お
参
り
の
方
は
、

お
と
き
の
時
間
を
決
め
て
お
知
ら
せ

お
と
き
＝

九
時
と
十
一
時
半
よ
り

頂
い
た
お
二

長
年
お
努
め

 
施せ

　

食じ

き

　

会え

(

お
せ
が
き
）

施食会は会費等不要です

致
し
ま
す
。

方
に
感
謝
を

不
遇
な
死

猛
暑
お
見
舞
い

 
平
成
二
十
五
年
　
盛
夏

平成２５年　棚経日程
責
任
役
員

川

上

　
浩

矢

野

玄

徳

きません。11・13～15日は三人、他は二人で参ります。

ご不在とかで、どうしても都合の悪い場合は連絡し

　　　て下さい。可能なかぎり、調整いたします。
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矢 野 明 玄

安 住 寺

申
し
上
げ
ま
す

住
　
　
職

責
任
役
員

１１日

矢

野

明

玄

１２日

１３日

安　住　寺　だ　よ　り

総
　
　
代

一
　
　
　
　
同

八
　
　
　
月

８日 錦江、下原、下下司

東下司迫上、迫下、安心院町、大分市９日

１０日

南台、煙硝倉、西上、北台、杉山、札ノ辻

 
八
月
三
日

（
土

）
八
時
よ
り

木

さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

他
方
、

う
さ
れ
た
方
は
、

誰
も
が
納
得

さ
れ
ま
し
た
。

さ
ん
が
就
任

植
木
文
一
郎

よ
う
な
方
こ
そ
皆
で
盛

　
ま
た
、

南
禅
会
第
2
4
支
部
長

　
平
均
的
な
寿
命
で
人
生
を
全

本年度は、上記日程にてお参りいたします。お昼に

菊本、須賀

西新町、古野、弓町、天満

新興、東大内山全戸、藤川全戸、丸尾

別府市、魚町、本町、谷町、錦城、北浜

西大内山全戸、永代橋、鴨川、中ノ原、守末

い
や
ご
近
所
に
は
何
軒
か
初
盆

は
初
盆
で
は
な
い
が
、

知
り
合

迎
え
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

自
宅

日出町全戸、国東町、安岐町、守江、茅場

の
家
が
あ
る
と
言
う
方
も
多
い

初盆供養や仏事もありますので、時間のお約束はで

桃山、宗近、中平、本庄、宇佐市
１４日 水

１５日

　
今
年
も
お
盆
の
時
期
に
な
り

し
上
げ
ま
す
。

ま
す
よ
う
に
お
祈
り
申

か
ば
れ
て
、

成
仏
で
き

で
し
ょ

う
か
。

皆
が
浮

め
が
つ
く
の
で
は
な
い

果
、

故
人
も
遺
族
も
諦

な
か
ろ
う
か
。

そ
の
結

大
に
供
養
す
べ
き
で
は

と
思
い
ま
す
。

な
る
な
ど
、

不
遇
な
死

年
若
く
事
故
等
で
亡
く

禅の心

わ
な
い
で
し
ょ

う
。

し

し
て
あ
げ
よ
う
と
は
思

盛
大
に
初
盆
の
供
養
を

て
も
諦
め
が
つ
か
ず
、

り
ま
せ
ん
。

良
く
よ
く

方
は
決
し
て
少
な
く
あ

ま
し
た
。

多
く
の
家
で
初
盆
を

に
方
を
し
た
場
合
、

と

か
し
、

そ
の
よ
う
な
不

の
土
谷
岩
治
さ
ん
の
後
任
に
は

し
た
。

席
上
で
辞
令
の
交
付
が
行
わ
れ
ま

考
え
て
見
れ
ば
、

そ
の

り
、

六
月
九
日
の
決
算
報
告
会
の

遇
な
死
に
方
を
さ
れ
た

役
員
さ
ん
の
一
部
に
交
代
が
あ

た
。

退任される綾部さんに記念品贈呈
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お 

盆 

を 

考 

え 

る 
「
薮
入
り
や
何
も
言
わ
ず
に
泣
き
笑
い
」 

三
代
目
三
遊
亭
金
馬
の
落
語
で
は
、
丁
稚

奉
公
に
出
し
た
亀
吉
が
三
年
ぶ
り
に
帰
っ

て
く
る
の
で
、
父
親
は
朝
か
ら
落
ち
着
き

な
く
、
息
子
が
帰
っ
て
か
ら
、
あ
あ
し
て

あ
げ
た
い
、
こ
う
し
て
あ
げ
た
い
と
言
っ

て
嫁
を
寝
か
せ
ま
せ
ん
。 

 

温
か
い
飯
に
、
納
豆
に
海
苔
を
焼
い
て
、

卵
を
炒
っ
て
、
汁
粉
を
食
わ
せ
て
、
刺
身

に
軍
鶏
に
、
鰻
に
天
婦
羅
に
寿
司
に
も
連

れ
て
行
き
た
い
。
ほ
う
ら
い
豆
に
カ
ス
テ

ラ
も
買
っ
て
や
れ
。 

 

お
ま
け
に
、
湯
に
行
っ
た
ら
近
所
を
連

れ
て
歩
き
た
い
。
赤
坂
の
宮
本
さ
ん
か
ら

梅
島
に
よ
っ
て
本
所
か
ら
浅
草
、
品
川
の

海
を
見
せ
て
、
羽
田
の
穴
守
り
に
参
っ
て
、

川
崎
大
師
に
横
浜
の
野
毛
、
伊
勢
崎
町
に

横
須
賀
に
行
っ
て
、
江
ノ
島
、
鎌
倉
も
い

い
な
～
。
そ
こ
ま
で
言
っ
た
ら
、
静
岡
、

豊
橋
、
名
古
屋
の
し
ゃ
ち
ほ
こ
も
見
せ
て
、

伊
勢
に
参
っ
て
、
四
国
の
金
比
羅
山
に
、

京
大
阪
も
回
っ
た
ら
、
亀
吉
が
喜
ぶ
だ
ろ

う
な
～
。
明
日
一
日
で
・
・
・ 

 

と
薮
入
り
で
帰
っ
て
く
る
、
我
が
子
を 

思
う
親
の
人
情
を
描
い
た
噺
で
す
。 

  

と
こ
ろ
で
、
い
ま
時
分
奉
公
に
出
る
よ

う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
し
、「
薮
入

り
」
な
ん
て
言
葉
を
知
っ
て
い
る
人
は
、

昭
和
初
期
の
人
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
薮
入
り
」
と
は
奉
公
人
が
一
月
お
よ

び
七
月
の
十
六
日
前
後
に
、
主
家
か
ら
休

暇
を
も
ら
っ
て
親
も
と
な
ど
に
帰
る
こ
と

を
い
う
。
七
月
の
休
暇
は
「
後
の
藪
入
り
」

と
も
い
い
、
盆
休
み
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

こ
の
一
月
と
七
月
は
、
地
獄
で
閻
魔
大

王
が
亡
者
を
責
め
さ
い
な
む
こ
と
を
や
め

る
賽
日
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

さ
て
、
先
日
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
る

方
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

「
お
っ
さ
ん
、
仏
教
ち
ゃ
解
り
に
き
ー

け
ど
、
な
か
で
ん
、
お
盆
は
よ
ぉ
解
ら
ん

な
ぁ
～
」 

 

ん
～
そ
ん
な
も
ん
か
な
？
小
さ
い
時
分

か
ら
お
盆
の
時
期
が
来
れ
ば
、
棚
経
に
回

り
、
施
食
会
で
お
参
り
し
、
ほ
う
ず
き
を

手
に
し
た
お
墓
参
り
の
か
た
を
見
、
盆
踊

り
・
・
・
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
い
、
深

く
由
来
を
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

 

そ
も
そ
も
中
国
で
は
道
教
の
三
元
の
思

想
が
あ
る
、
三
元
の
思
想
で
は
、
人
の
行

為
を
監
督
す
る
神
が
あ
り
、
一
人
一
人
に

生
ま
れ
た
時
か
ら
五
、
六
人
の
神
が
つ
い

て
監
視
さ
れ
る
と
い
う
。
毎
日
、
そ
の
人

の
行
為
の
善
悪
を
帳
簿
に
記
入
し
、
三
元

の
日
に
そ
の
帳
簿
を
天
上
の
総
監
督
の
神

に
報
告
に
行
く
。 

 

天
上
に
は
人
間
一
人
一
人
寿
命
を
記
入

し
た
名
札
が
あ
る
。
寿
命
は
誰
に
も
同
様

に
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
大
体
四
万
三
千
二

百
日
（
百
二
十
年
）
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
寿
命
が
三
元
の
神
の
報
告
に
よ
っ
て

増
減
さ
れ
る
。
増
減
は
日
数
単
位
の
場
合

は
「
算
」
、
年
単
位
を
「
紀
」
と
い
う
。
人

間
は
悪
い
行
い
が
多
く
、
算
か
紀
で
ど
ん

ど
ん
け
ず
ら
れ
て
い
く
。 

 

特
に
中
元
の
七
月
十
五
日
は
、
報
告
日

に
あ
た
り
一
生
懸
命
に
祭
事
を
行
い
、
お

供
え
を
し
神
の
機
嫌
を
と
っ
た
。 

 
 

 

そ
の
中
元
の
思
想
と
祭
事
に
、
中
国
で

成
立
し
た
「
仏
説
盂
蘭
盆
経
」
目
連
尊
者

の
い
わ
れ
が
結
び
つ
い
た
。 

あ
る
時
、
目
連
尊
者
は
神
通
力
に
よ
っ

て
亡
き
母
が
餓
鬼
道
に
落
ち
逆
さ
吊
り
に

さ
れ
て
苦
し
ん
で
い
る
と
知
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
、
ど
う
し
た
ら
母
親
を
救
え
る
の

か
お
釈
迦
様
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、 

お
釈

迦
様
は
言
わ
れ
ま
し
た
。 

「
夏
の
修
行
が
終
っ
た
七
月
十
五
日
に
僧

侶
を
招
き
、
多
く
の
供
物
を
さ
さ
げ
て
供

養
す
れ
ば
母
を
救
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ

ろ
う
」
と
。 

 

 

さ
ら
に
、「
仏
説
救
抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼

経
」
に
説
か
れ
る
、
阿
難
尊
者
の
餓
鬼
に

対
す
る
施
し
の
教
え
が
加
わ
っ
た
。 

釈
迦
さ
ま
の
弟
子
阿
難
尊
者
が
夜
、
ひ

と
り
静
か
な
と
こ
ろ
で
坐
禅
し
て
い
ま
す

と
、
焔
口
（
え
ん
く
）
と
い
う
餓
鬼
が
現

わ
れ
た
。
や
せ
衰
え
、
の
ど
は
細
く
、
口

か
ら
は
火
を
吐
き
、
髪
は
無
茶
苦
茶
に
乱

れ
、
目
は
奥
の
ほ
う
に
光
る
醜
い
恐
ろ
し

い
餓
鬼
で
あ
っ
た
。
そ
の
餓
鬼
は
阿
難
尊

者
に
向
っ
て
「
三
日
の
後
、
汝
の
命
は
尽

き
て
わ
れ
と
同
じ
よ
う
な
餓
鬼
と
な
る
だ

ろ
う
」
と
い
う
の
で
す
。
阿
難
は
驚
き
、

そ
の
難
か
ら
免
れ
る
法
を
問
う
と
、
そ
の

餓
鬼
は
「
そ
れ
に
は
わ
れ
ら
の
如
く
餓
鬼

道
に
い
る
苦
の
衆
生
、
あ
ら
ゆ
る
困
苦
の

衆
生
に
対
し
て
飲
食
を
施
し
、
三
宝
（
仏
・

法
・
僧
）
を
供
養
す
れ
ば
汝
の
寿
命
は
の

び
、
我
も
又
苦
難
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
。
そ
こ
で
阿
難
尊
者
は
な
ん
と
か

実
行
し
た
い
と
思
わ
れ
た
が
、
財
産
の
無

い
自
分
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

お
釈
迦
さ
ま
に
教
え
を
乞
う
と
、
お
釈
迦

さ
ま
は
、
僅
か
な
飲
食
も
無
量
に
増
え
多

く
の
餓
鬼
を
満
た
す
陀
羅
尼
を
説
き
示
さ

れ
、
施
餓
鬼
の
法
を
教
示
せ
ら
れ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
先
祖
供
養
と
施
餓

鬼
会
（
当
山
で
は
施
食
鬼
会
）
が
、
お
盆

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
日

本
に
伝
わ
り
、
先
祖
崇
拝
の
民
間
習
俗
や
、

藪
入
り
な
ど
も
複
雑
に
絡
ま
っ
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

施
食
会
・
お
盆
に
お
唱
え
す
る
お
経
に

「
じ
ゃ
じ
ん
に
ゅ
り
ょ
う
し
ー
」
か
ら
始

ま
る
『
開
甘
露
門
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

経
典
は
単
体
の
ま
と
ま
っ
た
経
典
で
は
な

く
、
棚
経
や
施
餓
鬼
会
に
用
い
る
た
め
に

様
々
な
経
文
や
、
浄
土
教
系
統
の
陀
羅
尼

で
あ
っ
た
「
往
生
呪
」
な
ど
も
並
べ
ら
れ
、

口
語
訳
を
続
け
て
読
ん
で
も
意
味
が
つ
な

が
り
ま
せ
ん
。 

で
す
が
経
中
の
八
句
回
向
（
修
行
祈
願

偈
）
を
読
ん
で
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

昨年の施食会 （配膳風景） 

御加勢い頂きました方々に

感謝申し上げます。 

 



[3] 平成 25 年 7 月 20 日             安住寺だより                 第 143 号 

 お
盆
の
行
事
の
棚
経
・
施
食
会
に
込
め
ら

れ
た
、
本
来
の
意
味
・
目
的
を
し
っ
か
り

理
解
し
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
。 

「
お
っ
さ
ん
、
仏
教
ち
ゃ
解
り
に
き
ー

け
ど
、
な
か
で
ん
、
お
盆
は
よ
ぉ
解
ら
ん

な
ぁ
～
」
と
は
言
わ
せ
ま
せ
ん
よ
。 

 

八
句
回
向
（
修
行
祈
願
偈
） 

以い
ー

此す
ー

修

行

し
ゅ
ー
あ
ん

衆
し
ゅ
ー

善

根

せ
ん
げ
ー
ん 

此
の
修
行
の
衆
の
善
根
を
以
て
、 

報

答

ほ
う
た
ー

父

母

ぶ
ー
も
ー

劬

労

き
ー
ろ
う

徳て
ー 

父
母
の
苦
労
の
徳
に
報
答
せ
ば 

存

者

そ
ん
し
ゃ
ー

福ふ
ー

楽ら
ー

寿
じ
ゅ
ー

無

窮

ぶ
ー
き
ゅ
ー 

存
者
は
福
楽
に
し
て
寿
極
ま
り
無
く
、 

亡

者

も
う
し
ゃ
ー

離り
ー

苦く
ー

生

安

さ
ん
な
ん

養
に
ょ
う 

亡
者
は
苦
を
離
れ
て
安
養
に
生
じ 

四

恩

す
ー
い
ん

三

有

さ
ん
に
ゅ
う

諸

含

し
ー
あ
ん

識し
ー 

四
恩
・
三
有
諸
々
の
含
識
も 

三

途

さ
ん
ず
ー

八は
ー

難な
ん

苦く
ー

衆

生

し
ゅ
ん
さ
ー
ん 

三
途
・
八
難
の
苦
の
衆
生
も 

倶

蒙

き
ゅ
う
も
う

悔

過

く
い
こ
ー

洗せ
ん

瑕

疵

な
ー
す
ー 

倶
に
悔
過
を
蒙
っ
て
瑕
疵
を
洗
い 

尽じ
ん

出
し
ゅ
ー

輪

廻

り
ん
ぬ
い

生さ
ん

浄

土

じ
ん
ず
ー 

尽
く
輪
廻
を
出
で
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
。 

 

こ
の
施
餓
鬼
と
い
う
修
行
の
多
く
の
善
根
で
、

父
母
が
生
み
育
て
て
苦
労
さ
れ
た
恩
徳
に
報

い
る
な
ら
ば
、
生
存
し
て
お
ら
れ
る
者
は
福
楽

で
寿
命
が
尽
き
る
こ
と
な
く
、
亡
く
な
っ
て
い

る
者
は
餓
鬼
の
苦
し
み
を
離
れ
て
安
養
浄
土

に
生
ま
れ
、
ま
た
、
上
は
国
王
や
師
友
・
檀
越

（
信
者
・
施
主
）
な
ど
の
四
種
類
の
恩
、
あ
る

人
か
ら
、
下
は
三
界
の
も
の
た
ち
ま
で
全
て
を

含
む
諸
々
の
含
識
や
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と

い
う
三
つ
の
悪
し
き
途
に
陥
っ
て
い
た
り
、
仏

法
と
無
縁
の
八
種
類
の
困
難
な
状
況
に
い
て

苦
し
ん
で
い
る
衆
生
も
、
倶
に
懺
悔
し
て
過
ち

を
洗
い
流
す
こ
と
が
で
き
、
尽
く
輪
廻
か
ら
脱

出
し
て
浄
土
に
う
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

 

実
は
お
盆
が
よ
く
解
ら
な
い
と
お
尋
ね

い
た
だ
い
た
方
は
、
在
家
で
あ
り
な
が
ら

坐
禅
の
修
行
も
経
験
さ
れ
、
仏
教
に
つ
い

て
も
深
く
理
解
の
あ
る
方
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
問
は
、
何
を
言
わ
ん
と
し
た
か
私

も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

仏
教
は
本
来
、
死
後
何
も
な
い
と
い
う

断
見
の
立
場
も
、
常
住
不
変
の
霊
魂
が
死

後
に
も
存
在
し
続
け
る
常
見
の
立
場
も
否

定
・
批
判
し
て
い
ま
す
。
断
見
・
常
見
の

対
立
を
離
れ
、
自
我
へ
の
執
着
も
離
れ
た

と
こ
ろ
の
無
我
を
説
い
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
禅
で
も
「
生
死
も
無
け
れ
ば
涅

槃
も
な
い
」
と
説
き
、
浄
土
真
宗
の
蓮
如

上
人
も
「
仏
法
は
無
我
に
て
候
」
と
言
わ

れ
て
お
り
ま
す
。 

 

 

霊
魂
は
残
っ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
の

に
、
お
盆
に
先
祖
の
霊
を
迎
え
て
、
お
祭

り
し
供
養
す
る
こ
と
も
、
餓
鬼
道
に
堕
ち

た
人
々
を
救
う
と
い
う
、
施
餓
鬼
の
儀
式

も
生
死
へ
の
執
着
と
な
り
、
仏
法
の
本
義

か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
が
、〈
お
盆
〉
が
解

り
に
く
い
と
仰
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
今

感
じ
て
い
ま
す
。 

 

「
薮
入
り
や
何
も
言
わ
ず
に
泣
き
笑
い
」

「
藪
入
り
」
の
噺
に
表
れ
る
親
心
、
人
情
。 

「
這
え
ば
立
て 

立
て
ば
歩
め
の
親
心
」

と
申
し
ま
す
。
ま
た
、 

「
か
く
ば
か
り 

偽
り
多
き
世
の
中
に 

子
の
か
わ
い
さ
は
誠
な
り
け
り
」 

 

子
や
孫
の
幸
せ
を
願
わ
な
か
っ
た
親
、

先
祖
は
な
い
で
し
ょ
う
。
先
祖
に
対
す
る

報
恩
の
供
養
も
大
切
で
あ
り
ま
す
し
、
施

食
会
で
他
を
救
お
う
と
い
う
心
を
養
う
こ

と
が
、
自
分
が
救
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と

い
う
、
同
体
の
慈
悲
心
を
培
い
、
素
晴
ら

し
い
大
乗
の
慈
悲
行
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

最
後
に
、
若
く
し
て
最
愛
の
妻
を
亡
く

さ
れ
た
こ
と
が
縁
で
、
比
叡
山
で
千
日
回

峰
行
を
修
め
た
、
葉
上
照
澄
阿
闍
梨
は
、

妻
の
死
後
い
っ
た
い
何
が
残
っ
た
か
と
の

自
問
自
答
に
、
死
者
へ
の
「
想
い
が
残
る
」

「
想
い
」
の
「
深
さ
」
が
残
る
。
と
言
わ

れ
ま
し
た
。 

 

お
盆
を
迎
え
る
心
、
追
善
の
供
養
を
す

る
心
は
、
こ
の
「
想
い
の
深
さ
」
を
い
か

に
表
わ
す
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で

し
ょ
う
。 

 

雛
僧
と
は
、
幼
い
僧
・
小
僧
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。 

私
が
棚
経
に
お
勤
め
に
上
が
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
小
学
校
二
年
生
か
ら
で
、

始
め
の
年
は
閑
栖
和
尚
に
連
れ
ら
れ
て
お

参
り
し
た
の
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。 

長
男
が
小
学
一
年
と
な
り
、
今
年
か
ら

和
尚
か
、
閑
栖
と
棚
経
に
回
る
予
定
に
し

て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
温
か
く
見
守
っ
て

下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
棚
経
の
醍
醐
味
は
！ 

何
と
い
っ
て
も
オ
ヤ
ツ
を
沢
山
戴
き
、

日
頃
飲
め
な
い
ジ
ュ
ー
ス
を
家
々
で
頂
け

た
こ
と
で
し
た
。 

あ
る
年
な
ど
は
、
三
日
間
の
棚
経
を
終

え
る
と
、
３
㌔
も
体
重
が
増
え
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。 

 

『
雛
僧
要
訓
』
な
る
徒
弟
教
育
の
基
本

を
読
み
返
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
徒
弟
教

育
以
前
に
、
ま
だ
ま
だ
自
分
の
勉
強
不
足

を
実
感
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

師
弟
同
行
で
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
、

今
後
も
御
指
導
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
心
よ

り
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。  

明
玄
合
掌 

矢野玄悠（はるひさ）です。

よろしくお願いします。 



[4] 平成 25 年 7 月 20 日             安住寺だより                 第 143 号 

 

 


