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成
願
寺
の
梵
鐘
に
つ
い
て
（
前
編
）

　

文
化
・
文
政
期
（
一
八
〇
四
〜
一
八
二
九
）
に
林

は
や
し
じ
ゅ
っ
さ
い

述
斎
ら

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、
武
蔵
国
の
地
誌
『
新し

ん
ぺ
ん編

武む

蔵さ
し

風ふ

ど土

記き

稿こ
う

』
に
成
願
寺
の
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後

半
部
分
で
伽
藍
の
説
明
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
記
述
に
よ
り
ま

す
と
、

表
門　

二
間
に
九
尺

本
堂　

十
間
に
七
間
南
向

本
尊
　
釈
迦　

木
の
坐
像
に
て
長
一
尺
五
寸　

聖
徳
太
子

の
作　

脇
士
文
殊
普
賢

位
牌
堂　

門
を
入
て
左
の
方
に
あ
り　

四
間
半
に
三
間

衆
寮　

位
牌
堂
に
作
り
か
け
て
あ
り

鐘
楼　

門
を
入
て
右
の
方
に
あ
り
、
二
間
四
方
、
鐘
の
径

二
尺
七
寸
、
高
さ
五
尺
三
寸
、
延
享
四
丁
卯
年
九
月
鋳
し

も
の
な
り
…
…

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）、
政
府
に

提
出
し
た
「
寺
院
明
細
簿
」
に
付
記
さ
れ
た
境
内
図
を
見
ま

盂
蘭
盆
先
祖
ま
つ
り
（
お
せ
が
き
）
の
お
知
ら
せ

七
月
十
一
日
（
月
）
朝
十
時
半
受
付
開
始

十
一
時
半　

開
山
・
歴
住
諸
大
和
尚
報
恩
供
養

十
三
時　
　

説
教

十
四
時　
　

先
祖
ま
つ
り
法
要
・
檀
信
徒
総
回
向
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す
と
、
そ
れ
ら
の
位
置
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
伽
藍
は
昭

和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
五
月
二
十
五
日
の
山
の
手
大
空
襲

の
際
に
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
うは

避
難
し
て

あ
り
無
事
で
し
た
。
戦
後
の
混
乱
期
が
落
ち
着
い
た
昭
和

三
十
九
年（
一
九
六
四
）、三
十
三
世
義
堯
大
和
尚
に
よ
っ
て
、

黄
檗
様
式
の
三
門
（
山
門
）
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
楼
上
を
鐘

楼
と
し
て
梵
鐘
が
安
置
さ
れ
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

　

鐘
は
、
仏
教
発
祥
以
前
か
ら
古
代
中
国
で
銅
器
と
し
て
作

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
東
ア
ジ
ア
の
寺
院
な
ど
で
仏

教
の
法
具
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
本
で
は
神
聖
・
清
浄
を
意
味
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

か
ら
音
訳
し
た
「
梵
」
を
つ
け
て
梵
鐘
と
呼
び
、
法
要
な
ど

仏
事
の
予
鈴
と
し
て
撞
か
れ
る
な
ど
、
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。
朝
夕
の
時
報
や
除
夜
の
鐘
で
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
そ
の
響
き
は
一
切
の
苦
か
ら
逃
れ
、
悟
り
に
至
る
功
徳

が
あ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
梵
鐘
の
法
量

　

鐘
の
大
き
さ
は
三
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
よ
そ
口

径
一
尺
（
約
三
十
㎝
）
以
下
の
も
の
が
喚

か
ん
し
ょ
う鐘

、
二
尺
二
、三

寸
（
約
六
十
六
㎝
）
以
下
の
も
の
が
半

は
ん
し
ょ
う鐘

、
半
鐘
よ
り
大
型

の
も
の
が
梵
鐘
で
す
。
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梵
鐘
の
細
部
の
寸
法
は
、
あ
る
程
度
比
率
が
決
ま
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
鐘
の
縁
の
厚
さ
は
、
差
し
渡
し
寸
法
（
直

径
）
の
約
十
分
の
一
で
あ
り
、
龍
頭
ま
で
の
高
さ
は
差
し
渡

し
寸
法
の
ほ
ぼ
一
・
四
一
倍
が
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

成
願
寺
の
梵
鐘
の
場
合
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、

「
鐘
の
口
径
二
尺
七
寸
（
百
二
㎝
）、
高
さ
五
尺
三
寸
（
約

百
六
十
㎝
）」
と
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
計
る
と
、
口
径
約

八
十
四
㎝
、
梵
鐘
上
部
の
龍
頭
を
除
い
て
計
る
と
高
さ
約

百
二
十
三
㎝
で
す
。
縁
の
厚
さ
八
・
五
㎝
、
龍
頭
ま
で
の
高

さ
が
口
径
の
一
・
四
六
倍
と
な
っ
て
お
り
、
基
準
に
近
い
数

値
と
い
え
ま
す
。

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
一
・
四
一
と
い
う
数
字
は
、

平
方
根
に
よ
る　

と
同
じ
値
で
、
そ
も
そ
も
メ
ー
ト
ル
法
が

制
定
さ
れ
る
前
ま
で
使
用
し
て
い
た
曲
尺
の
メ
モ
リ
の
裏
側

の
長
さ
が
表
側
の
長
さ
の
一
・
四
一
四
に
な
っ
て
い
る
こ
と

と
大
き
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
頃
か
ら
の
美
の
黄
金
比
は
一
対
一
・

六
一
八
と
さ
れ
て
い
て
、レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
ビ
ン
チ
の「
モ
ナ
・

リ
ザ
」
に
も
そ
の
比
率
が
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
日

本
独
特
の
黄
金
比
（
大
和
比
）
は
、一
対　

の
一
・
四
一
四
と
、

一
対
一
┼　

の
二
・
四
一
四
が
基
本
と
さ
れ
、
和
風
建
築
や

仏
像
の
顔
も
そ
の
比
率
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
鐘
の
部
位
の
名
称

　

鐘
の
厚
さ
は
と
い
う
と
、
上
か
ら
下
ま
で
一
定
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
鐘
の
各
部
分
の
名
称
は
図
の
通
り
で
、
黒
い
部
分

は
厚
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

正
面
の
縦
帯
の
下
部
に
、
撞し

ゆ

木も
く

の
あ
た
る
撞つ

き

坐ざ

が
あ
り
ま

す
。
通
常
真
裏
の
縦
帯
の
下
部
に
も
撞
坐
が
あ
り
ま
す
。
撞

坐
の
位
置
は
、近
世
以
前
は
鐘
の
中
央
部
に
あ
り
ま
し
た
が
、

音
色
の
良
さ
な
ど
の
試
行
錯
誤
を
し
て
、
徐
々
に
下
が
っ
て

い
き
ま
し
た
。
成
願
寺
の
鐘
の
撞
坐
も
、
成
熟
期
に
作
ら
れ

龍頭

笠形

上帯

下帯

中帯

縦帯

乳ノ間

池ノ間

草ノ間

駒ノ爪

撞座
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た
た
め
だ
い
ぶ
下
の
方
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

縦
帯
は
、
左
右
に
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
に
は
撞
坐
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
四
本
の
縦
帯
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
四

つ
の
面
を
池
ノ
間
と
い
い
、
こ
こ
に
い
ろ
い
ろ
な
銘
が
彫
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
銘
の
入
れ
方
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま

す
。一
つ
は
梵
鐘
の
鋳
型
に
文
字
を
左
右
逆
に
彫
り
込
ん
で
、

鋳
こ
ん
だ
時
に
文
字
が
浮
き
上
が
る
方
式
。
も
う
一
つ
は
鋳

こ
ん
だ
あ
と
、
鑿の

み

な
ど
で
文
字
を
彫
る
方
式
で
す
。
前
者
を

陽よ
う
ち
ゅ
う
鋳
、
後
者
を
陰い

ん
こ
く刻
と
言
い
ま
す
。

　
梵
鐘
の
銘

　

梵
鐘
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
銘
が
彫
ら
れ
ま
す
。
だ
い
た
い
、

梵
鐘
制
作
の
意
義
、造
立
さ
れ
る
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
寺
の
所
在
地
、
造
立
し
た
と
き
の
住
職
名
や
施
主
の

名
前
、
造
立
さ
れ
た
元
号
、
梵
鐘
を
作
成
し
た
鋳い

も

じ
物
師
の
名

前
等
が
記
さ
れ
ま
す
。
成
願
寺
の
梵
鐘
を
左
回
り
に
眺
め
て

み
ま
す
（
改
行
を
省
略
す
る
部
分
は
／
で
表
記
。
ま
た
、
読

み
や
す
い
よ
う
に
、
句
点
・
返
り
点
な
ど
を
入
れ
ま
し
た
）。

縦
帯
１
撞
坐
（
陽
鋳
）

先
祖
代
々
為
二

菩
提
一

三
界
萬
霊
一
家
生
霊
為
二

菩
提
一

　

縦
帯
１
は
、
梵
鐘
鋳
造
の
目
的
が
し
っ
か
り
と
し
た
書
体

で
陽
鋳
さ
れ
、
更
に
撞
坐
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、

梵
鐘
の
正
面
と
な
り
ま
す
。
先
祖
代
々
の
菩
提
の
た
め
、
そ

し
て
あ
ら
ゆ
る
霊
の
菩
提
を
念
じ
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

正
面
に
向
か
っ
て
左
側
の
池
ノ
間
１
に
は
、
四
十
五
人
の

戒
名
に
「
涅
槃
経
」
の
四
句
偈
が
添
え
ら
れ
、
明
暦
元
年

（
一
六
五
五
）
の
年
号
と
施
主
と
思
わ
れ
る
矢
沢
八
右
衛
門

の
名
前
が
陰
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
ノ
間
１
（
陰
刻
）

【
一
段
目
】

武
州
多
麻
郡
中
野
郷
／
龍
雲
山
正
観
禅
寺

法
独
室
之
代
／
鐘
之
助
力

真
井
小
左
衛
門
／
山
下
伊
右
衛
門
／
渡
辺
與
兵
衞
／
□
江

杢
兵
衛
／
松
下
太
□
右
衛
門
／
吉
田
兵
部
之
丞
／
川
本
四

郎
右
衛
門

諸
行
無
常
／
是
生
滅
法
／
生
滅
滅
已
／
寂
滅
為
楽

時
明
暦
元
乙
未
中
秋
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彼
岸
日
／
于
主
矢
沢
八
右
衛
門

【
二
段
目
】

道
宗
禅
定
門
／
秋
月
妙
閑
信
女
／
覚
本
正
徹
信
士
／
玅
　

栄
尼
／
真
證
道
諦
信
士
／
臨
霊
童
女
／
秋
山
昌
桂
信
士
／

智
願
院
釈
宗
円
信
士
／
釈
　
円
　
尼
／
釈
宗
雲
信
士
／
釈

善
性
禅
定
士
／
釈
真
□
信
女
／
規
量
院
□
心
常
昇
居
士
／

浄
自
院
実
誉
真
雪
大
姉
／
紀
心
隆
慶
信
士
／
霞
閑
陽
春
信

女
／
善
寂
光
洋
信
士
／
春
山
妙
慶
信
女
／
黄
山
亮
運
信
士

／
緑
誉
了
同
／
空
誉
了
本
／
光
真
院
日
雲
是
松
大
姉

【
三
段
目
】

先
祖
為
菩
提
淀
橋
／
鍛
冶
屋
中
村
氏
／
八
左
衛
門
／
同
　

当
村
／
秋
本
長
右
衛
門
／
同
　
入
間
村
／
吉
田
金
五
郎
／

同
／
梅
軒
清
晩
／
日
□
高
月
居
士
／
衆
法
妙
休
大
姉
／
西

臨
道
方
信
士
／
孤
室
妙
心
信
女
／
洞
林
宗
仙
禅
定
門
／
法

雲
貞
性
禅
定
尼
／
量
山
法
寿
居
士
／
霜
庵
浄
清
信
士
／
月

桂
叟
秋
信
女
／
先
祖
為
菩
提
中
野
村
／
小
泉
五
兵
衛
／
花

栄
切
覚
信
士
／
光
岸
即
心
信
女

　

一
段
目
初
め
の
「
武
州
多
麻
郡
中
野
郷　

龍
雲
山
正
観
禅

寺　

法
独
室
之
代　

鐘
之
助
力
」
と
後
半
の
「
諸
行
無
常　

是
生
滅
法　

生
滅
滅
已　

寂
滅
為
楽　

時
明
暦
元
乙
未
中
秋

彼
岸
日　

于
主
矢
沢
八
右
衛
門
」
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
梵
鐘
は
、
次
号
で
紹
介
し
ま
す
が
、
池
ノ
間
２
の
由

緒
書
き
に
あ
る
よ
う
に
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
十
二

世
声
覚
了
聞
大
和
尚
の
代
に
造
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。
し
か

し
、
池
ノ
間
１
に
は
、「
独
室
之
代
」
つ
ま
り
成
願
寺
七
世

独
室
全
之
大
和
尚
の
名
前
と
そ
の
在
世
中
に
あ
た
る
明
暦
元

年
（
一
六
五
五
）
秋
の
日
付
が
陰
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

独
室
全
之
大
和
尚
は
、
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
、
本

堂
を
整
備
し
本
尊
を
安
置
し
た
こ
と
で
、
再
中
興
と
さ
れ
て

い
る
住
職
で
す
。「
鐘
之
助
力
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
本
堂

を
整
備
の
際
に
（
延
享
四
年
〈
一
七
四
七
〉
に
は
、
既
に
無

く
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
）
梵
鐘
（
旧
）
の
造
立
と
関
係
が

あ
り
、
新
し
く
鋳
造
し
た
梵
鐘
（
新
）
に
独
室
全
之
大
和
尚

と
助
力
し
た
人
た
ち
の
戒
名
を
付
記
し
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
龍
雲
山
正
観
禅
寺
」
と
い
う
表
記
も
注
目

さ
れ
ま
す
。
も
と
も
と
当
山
は
鈴
木
九
郎
長
者
の
娘
小
笹
の

法
名
を
と
っ
て
正
観
寺
と
い
う
寺
号
で
し
た
。
後
に
成
願
寺

と
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
明
暦
の
頃
は
ま
だ
正
観
寺
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）
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中
野
た
か
ら
幼
稚
園
「
芋
掘
り
遠
足
」
の
報
告

　

去
る
十
月
二
十
九
日
（
金
）、
年
中
組
、
年
長
組
の
芋
掘

り
遠
足
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　

園
庭
に
集
合
す
る
と
、
み
ん
な
で
元
気
に
ご
あ
い
さ
つ
。

副
園
長
先
生
か
ら「
今
日
は
良
い
お
天
気
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

お
芋
畑
に
着
い
た
ら
、
爽
や
か
な
風
や
土
の
匂
い
、
虫
さ
ん

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
秋
の
自
然
を
感
じ
な
が
ら
楽
し

い
芋
掘
り
遠
足
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

感
染
症
対
策
と
し
て
大
型
バ
ス
は
四
台
。
ク
ラ
ス
ご
と
に

乗
車
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
全
員
窓
側
だ
け
に
座
っ
て
ゆ
っ

た
り
。
換
気
の
た
め
に
少
し
ず
つ
窓
を
開
け
、
シ
ー
ト
ベ
ル

ト
を
す
る
と
見
送
り
の
保
護
者
に
手
を
ふ
っ
て
出
発
で
す
。

　

運
転
手
さ
ん
に
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！
」
と
元
気

に
ご
挨
拶
。
バ
ス
は
練
馬
イ
ン
タ
ー
か
ら
関
越
自
動
車
道
を

一
路
川
越
の
「
あ
ら
は
た
園
」
さ
ん
へ
向
か
い
ま
す
。

　

車
中
で
は
先
生
方
が
工
夫
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
青
い
車

探
し
競
争
や
自
動
販
売
機
探
し
競
争
を
し
て
、
自
然
と
窓
の

外
を
見
る
よ
う
に
。
ま
た
、
雪
化
粧
も
美
し
い
富
士
山
を
車

窓
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

主
事
先
生
か
ら
は
、「
今
日
は
み
ん
な
を
送
り
出
し
て
く

れ
た
お
家
の
方
々
、
留
守
番
の
幼
稚
園
の
先
生
方
も
、
み
ん

な
が
お
芋
掘
り
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
き
い
お
芋
、
小
さ
い
お
芋
、
お
友
達
の
方
が
た
く
さ
ん
と

れ
た
な
ん
て
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
送
り
出
し
て
く
れ
た
方
々大きいお芋が「掘れた！」

ご父母の皆様に見送られて「行ってきます！」

大型バスに乗り込む子どもたち

「先生、見て！見て！」
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に
楽
し
か
っ
た
と
報
告
が
で
き
る
よ
う
に
、
土
の
感
触
を
楽

し
ん
で
掘
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

十
二
支
の
物
語
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
バ
ス
は
川
越
イ

ン
タ
ー
へ
。
高
速
を
降
り
る
と
し
ば
ら
く
し
て
「
あ
ら
は
た

園
」へ
到
着
し
ま
し
た
。荷
物
を
置
く
と
、早
速
お
芋
掘
り
へ
。

　

茎
を
目
印
に
掘
り
進
め
て
思
い
っ
き
り
引
っ
張
る
と
、
四

個
も
五
個
も
お
芋
が
付
い
て
い
て
、
い
た
る
所
で
歓
声
が
上

が
り
ま
す
。「
先
生
、
見
て
！　

見
て
！
」
の
大
合
唱
で
す
。

大
き
な
お
芋
の
周
り
を
掘
っ
て
も
掘
っ
て
も
な
か
な
か
抜
け

な
い
子
も
い
ま
し
た
が
、が
ん
ば
っ
て
掘
れ
た
時
は
大
喜
び
、

大
満
足
で
し
た
。
お
家
の
方
が
用
意
し
て
く
れ
た
袋
が
ぱ
ん

ぱ
ん
に
な
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
収
穫
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
運

ぶ
の
に
一
苦
労
。
で
も
と
て
も
誇
ら
し
げ
で
し
た
。

　

お
気
に
入
り
の
一
本
を
持
っ
て
記
念
撮
影
の
あ
と
は
、
お

家
の
方
が
持
た
せ
て
く
だ
さ
っ
た
お
に
ぎ
り
ラ
ン
チ
で
す
。

担
任
の
先
生
か
ら
は
ゼ
リ
ー
の
デ
ザ
ー
ト
が
配
ら
れ
て
、
働

ら
い
た
後
で
す
か
ら
、
い
つ
も
以
上
に
美
味
し
く
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ご
飯
の
あ
と
は
近
く
の
林
の
中
へ
。
ど
ん
ぐ
り
が

た
く
さ
ん
落
ち
て
い
て
、し
ば
ら
く
探
索
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

手
洗
い
を
済
ま
せ
て
農
園
の
方
に
お
礼
の
ご
挨
拶
を
す
る

と
、
幼
稚
園
へ
の
帰
路
に
着
き
ま
し
た
。

　

帰
り
の
バ
ス
の
中
で
は
、
お
芋
で
な
に
を
作
っ
て
も
ら
お

う
か
と
話
す
子
ど
も
た
ち
。「
ふ
か
し
芋
！
」、「
大
学
芋
！
」、

「
天
ぷ
ら
！
」
な
ど
の
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。

カメラマンさんによる記念撮影

土でよごれた手、よく洗います

感謝して「いただきます！」

木陰の気持ちいい林の中でどんぐり拾い
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◎
ご
挨
拶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
願
寺
内
　
小
林
　
尭
成

　

こ
の
度
、
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
を
も
っ
て
、
大
本
山

總
持
寺
で
の
修
行
生
活
を
終
え
、
成
願
寺
に
帰
山
い
た
し
ま

し
た
。

　

人
と
人
と
の
繋
が
り
や
、
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
の
大
切

さ
を
学
ぶ
こ
と
の
で
き
た
貴
重
な
二
年
間
で
し
た
。
小
学
校

か
ら
大
学
ま
で
打
ち
込
ん
だ
ラ
グ
ビ
ー
よ
り
は
る
か
に
辛
く
、

大
変
な
修
行
生
活
だ
っ
た
と
い
う
の
が
率
直
な
気
持
ち
で
す
。

　

そ
ん
な
つ
ら
い
修
行
で
し
た
が
、
生
活
を
共
に
す
る
仲
間

と
の
絆
が
強
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
三
十
数
年
前
に
父
も

修
行
し
て
い
た
場
所
で
も
あ
る
の
で
、
当
時
を
知
る
諸
先
輩

僧
侶
方
々
に
お
会
い
し
た
と
き
は
た
く
さ
ん
の
叱
咤
激
励
を

頂
き
、
そ
の
お
言
葉
全
て
が
勉
強
に
な
る
も
の
ば
か
り
で
、

な
ん
と
か
が
ん
ば
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

成
願
寺
は
六
百
五
十
有
余
年
の
歴
史
が
あ
り
、
幼
稚
園
も

経
営
し
て
い
ま
す
。
幼
稚
園
は
仏
教
の
役
割
と
し
て
大
切
な

幼
児
教
育
の
場
で
す
。
代
々
の
住
職
が
守
っ
て
き
た
こ
の
お

寺
と
、
先
代
住
職
が
創
設
し
間
も
な
く
七
十
周
年
を
迎
え
る

幼
稚
園
を
こ
の
先
も
守
っ
て
い
く
所
存
で
す
。

　

檀
信
徒
の
皆
様
、
有
縁
の
皆
様
の
健
康
第
一
を
お
祈
り
し
、

併
せ
て
一
層
の
ご
鞭
撻
を
お
願
い
し
て
、
御
報
告
と
御
挨
拶

を
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

山
内
短
信

◎
大
般
若
祈
禱
会
の
報
告

　

去
る
一
月
九
日
（
日
）、
新
春
恒
例

の
大
般
若
祈
禱
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し

た
。『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
経
（
大
般

若
経
）』
六
百
巻
が
方
丈
様
方
に
よ
っ

て
転
読
さ
れ
る
と
、
そ
の
功
徳
を
も
っ

て
、
世
界
平
和
や
感
染
症
終
息
、
参
列

者
の
家
内
安
全
や
心
願
成
就
な
ど
が
祈

念
さ
れ
ま
し
た
。

◎
た
か
ら
第
六
天
大
祭
の
報
告

　

成
願
寺
か
ら
山
手
通
り
を
南
へ
五
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
境

外
堂
「
た
か
ら
第
六
天
」
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
開
基
の
鈴

木
九
郎
が
こ
の
地
を
開
拓
し
た
際
に
、

土
地
の
恵
み
と
人
々
の
幸
福
を
願
っ
て

奉
安
し
ま
し
た
。
以
来
六
百
五
十
年
に

わ
た
り
、
近
隣
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
去
る
五
月
八
日
（
日
）、
弥

生
町
一
丁
目
東
町
会
の
皆
さ
ん
に
よ

り
、
二
年
振
り
と
な
る
大
祭
が
企
画
さ

れ
、住
職
が
ご
祈
禱
を
厳
修
し
ま
し
た
。


