
平
成
最
後
の
本
山
だ
よ
り
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

東
日
本
大
震
災
か
ら
早
八
年
。
そ
の
後
も
各
地
で
自
然
災
害

が
発
生
し
て
い
ま
す
。
一
瞬
一
瞬
を
お
念
仏
と
共
に
生
き
る
。

そ
ん
な
生
き
方
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。昨

年
の
台
風
で
被
害
を
受
け
た
国
宝
御
影
堂
・
如
来
堂
の
屋
根

の
修
理
が
よ
う
や
く
始
ま
り
ま
す
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圓
遵
上
人
の
ご
遺
徳

　

圓
え
ん
じ
ゅ
ん遵
上
人
（
一
七
四
八
‐

一
八
一
九
）
は
、
如
来
堂
と
御

影
堂
が
完
成
し
た
後
の
諸
伽
藍

を
整
備
す
る
と
と
も
に
教
学
振

興
に
尽
力
さ
れ
、
今
日
に
至
る

高
田
本
山
の
礎
を
築
か
れ
ま
し

た
。

　

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）、

圓
遵
上
人
は
有あ
り
す
が
わ
の
み
や
お
と
ひ
と

栖
川
宮
音
仁
親

王
の
第
一
子
と
し
て
誕
生
さ
れ

ま
し
た
。
十
七
世
圓え
ん
ゆ
う猷
上
人
の

法
嗣
圓え
ん
ち
ょ
う超
上
人
が
二
十
二
歳

で
寂
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
専せ
ん
じ
ゅ修

寺じ

に
入
室
さ
れ
、
圓
猷
上
人
の

御お
う
ら
か
た

裏
方
紫
雲
光
院
様
の
慈
育
を

受
け
、宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

十
一
歳
で
専
修
寺
第
十
八
世
の

法
灯
を
継
職
さ
れ
ま
し
た
。

　

御
自
ら
「
宗
風
」
の
基
軸
と

第
十
八
世
圓
遵
上
人

な
る
『
高た
か
だ
そ
げ
ん
ろ
ん

田
沂
源
論
』
を
著
さ

れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を

『
慚ざ
ん
き
の
ご
し
ょ

愧
御
書
』
に
お
い
て
「
本

願
の
深
意
」
と
し
て
広
く
諭
さ

れ
ま
し
た
。
漢
文
体
の
『
高
田

三
祖
伝
』
に
お
い
て
は
、
親
鸞

聖
人
、
真
佛
上
人
、
顕
智
上

人
の
伝
記
を
通
し
て
三
祖
の
ご

遺
徳
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
他
に
も
解げ
ぎ
ょ
う行
に
関
す
る
た

く
さ
ん
の
書
物
を
上
梓
さ
れ
、

修し
ゅ
し
ょ
う
え

正
会
拝
読
の
『
繙
ひ
も
と
きの
御
書
』

を
は
じ
め
多
く
の
御
書
を
発
布

し
、
御
蔵
版
「
浄
土
三
部
経
」

の
開
版
も
推
進
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
寛
政
八
年（
一
七
九
六
）

に
は
、高
田
学
苑
（
高
田
中
学
、

高
田
高
等
学
校
）
の
前
身
と
な

る
勧
学
堂
を
造
営
さ
れ
、
学
山

高
田
は
隆
盛
を
極
め
ま
し
た
。

　

伽
藍
の
建
立
、
再
建
に

も
勤い
そ

し
ま
れ
、
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
の
大
火
に
遭
い

な
が
ら
も
茶
所
、
釘
貫
門
、
御

廟
拝
堂
、
対
面
所
、
両
堂
を
結

ぶ
通
天
橋
等
々
の
普
請
に
着
手

さ
れ
、
私
た
ち
が
今
日
に
仰
ぐ

こ
と
の
で
き
る
高
田
本
山
の
諸

建
築
を
造
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

高
田
教
学
の
興
隆
や
伽
藍

の
復
興
に
力
を
注
が
れ
る

中
、
圓
遵
上
人
は
文
化
面
に

お
い
て
も
ご
功
績
豊
か
で
し

た
。
文
辞
を
愛
し
、
漢
詩
や
歌

道
に
秀
で
ら
れ
、
謡
曲
「
柳

島
」
を
ご
自
作
さ
れ
ま
し
た
。

圓
猷
上
人
が
伝
来
し
た
茶
道

「
宗そ

う
た
ん
こ
り
ゅ
う

旦
古
流
」
に
つ
い
て
も
安

永
八
年
（
一
七
七
九
）
以
降
、

三
十
九
年
間
二
百
四
十
席
に
も

わ
た
る
「
安
楽
庵
」
に
お
け
る

茶
会
の
記
錄
を
認
し
た
ため
る
ほ
ど
極

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
中
期
に
高
田
本
山

の
「
ハ
ー
ド
面
」
と
「
ソ
フ

ト
面
」
の
拡
充
に
勤
倹
力
行
さ

れ
た
圓
遵
上
人
は
、
文
政
二

年
（
一
八
一
九
）
七
十
四
歳
で

往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
ま
し

た
。　
　
　
　
（
安
藤
章
仁
） 

五
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
　
圓
遵
上
人
二
百
年
忌

第
十
八
世
圓
遵
上
人
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第
二
十
一
世
堯
凞
上
人

堯
凞
上
人
の
ご
生
涯

　

堯ぎ
ょ
う
き凞

上
人
は
、弘
化
元
年（
西

暦
一
八
四
四
）
十
二
月
二
十
七

日
、
近こ
の
え
た
だ
ひ
ろ

衛
忠
凞
公
の
第
七
子
と

し
て
京
都
で
お
生
ま
れ
に
な

り
ま
し
た
。
専
修
寺
第
二
十
世

圓え
ん
き禧

上
人
の
熱
望
に
よ
り
、
法

嗣
と
し
て
専
修
寺
に
お
迎
え

す
る
こ
と
に
な
り
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
）、
有あ
り
す
が
わ
の
み
や
た
か
ひ
と

栖
川
宮
幟
仁

親
王
の
御
子
と
な
り
、
翌
嘉
永

五
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
　
堯
凞
上
人
百
年
忌

七
年
二
月
、
専
修
寺
に
入
室
さ

れ
ま
し
た
。

　

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
四

月
に
得
度
さ
れ
、
翌
文
久
元
年

（
一
八
六
一
）
三
月
宗
祖
六
百

回
法
要
の
後
、
五
月
に
圓
禧
上

人
が
遷
化
さ
れ
、
第
二
十
一
世

法
主
と
な
り
、
法
名
を
円
禔
と

改
め
ま
し
た
。
御
歳
十
八

歳
。

　

元
治
か
ら
慶
応
に
か
け

て
起
こ
っ
た
安
心
惑
乱
に
、

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

御
書
を
発
し
決
着
さ
れ
ま

し
た
。（
こ
の
御
書
を
慶
応

宝
訓
、
ま
た
御
決
判
御
書

と
も
い
う
）

　

明
治
維
新
に
よ
り
、
本

山
の
制
度
も
大
き
く
変
わ

り
ま
し
た
。
他
に
も
神
仏

判
然
令
に
よ
る
廃は
い
ぶ
つ
き
し
ゃ
く

仏
毀
釈
、

神
道
国
教
化
政
策
な
ど
、

内
外
共
に
多
難
な
時
代
で

し
た
が
、
そ
の
対
策
に
尽

力
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）

九
月
、
家
号
を
常と
き
わ
い

磐
井
と

し
、
法
名
を
堯
凞
と
改
め

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
は
、

他
に
も
多
く
の
出
来
事
が

あ
り
ま
し
た
。
三
月
に
は

真
宗
を
公
称
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
ま
し
た
。
六
月
に

は
各
宗
派
に
管
長
職
が
設
け

ら
れ
、
上
人
は
専
修
寺
管
長
に

就
任
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

一
宗
一
管
長
制
が
設
け
ら
れ
、

十
月
に
は
真
宗
の
管
長
に
も

就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

堯
凞
上
人
は
、
身
を
惜
し
む

こ
と
な
く
各
地
を
巡
ら
れ
ま

し
た
。
特
に
明
治
二
十
四
年

（
一
八
九
一
）
十
月
、
濃
尾
大

地
震
の
折
に
は
、
い
ち
早
く
震

災
地
に
自
ら
赴
か
れ
、
親
し
く

慰
問
、
激
励
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
明
治
四
十
二
年（
一
九
〇
九
）

九
月
、
北
海
道
別
院
の
御
遠
忌

法
要
を
は
じ
め
北
海
道
各
地

を
巡
教
さ
れ
、
利
尻
島
に
も
足

を
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

明
治
四
十
五
年（
一
九
一
二
）

四
月
、
宗
祖
六
百
五
十
回
大
遠

忌
法
要
を
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

翌
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

隠
退
し
て
、
法
主
な
ら
び
に
住

職
を
譲
ら
れ
ま
し
た
。

　

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
五

第
二
十
一
世
堯
凞
上
人

月
二
十
三
日
七
十
六
歳
に
て
、

遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
金
剛
心
院

殿
と
申
し
上
げ
ま
す
。
雅
号
は

墨
山
。
別
号
に
桐
陰
居
、
敬
辰

居
、
半
痴
、
有
慶
堂
、
老
鶴
が

あ
り
ま
す
。

　

堯
凞
上
人
は
、書
に
堪
能
で
、

和
歌
に
も
親
し
ま
れ
ま
し
た
。

ま
た
お
茶
も
嗜
た
し
な
ま
れ
ま
し
た
。

多
く
の
墨
跡
や
、
上
人
ゆ
か
り

の
茶
器
が
各
所
に
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。　
　
　
（
佐
波
真
教
）
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十
二
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
除
夜
の
鐘

　

平
成
最
後
の
除
夜
の
鐘
が

一
身
田
寺
内
町
に
響
き
わ
た

り
ま
し
た
。
本
山
の
鐘
は

百
八
撞
で
は
な
く
千
人
近
く

集
ま
っ
た
皆
さ
ん
に
つ
い
て

い
た
だ
け
る
よ
う
に
時
間
制

で
つ
い
て
い
ま
す
。

一
月
九
日

　
　
上
富
良
野
町
か
ら
訪
問

　

本
山
の
あ
る
津
市
と
友
好

姉
妹
都
市
で
あ
る
北
海
道
上

富
良
野
町
の
子
供
た
ち
が
大

勢
で
本
山
を
訪
ね
て
く
れ
ま

し
た
。

一
月
九
日
〜
十
六
日

　
　
　
　
お
七
夜
・
報
恩
講

　

親
鸞
聖
人
の
七
五
七
年
忌

と
な
る
報
恩
講
が
本
年
も
無

事
に
厳
修
さ
れ
、
今
年
も
国

宝
と
な
っ
た
両
御
堂
に
た
く

さ
ん
の
お
参
り
が
あ
り
ま
し

た
。

一
月
十
一
日
　
責
任
役
員
会

　

お
七
夜
中
の
責
任
役
員
会

に
は
各
末
寺
の
役
員
が
集
ま

り
御
影
堂
が
い
っ
ぱ
い
に
な

り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
行
事
も
多
数
お
七

夜
期
間
中
に
あ
り
参
詣
者
で

賑
わ
い
ま
し
た
。

除夜の鐘

上富良野のこどもたち

お七夜責任役員会

宝物館特別展観・解説お七夜こども大会

法主褒賞通夜講年賀式

二
月
一
日
　
年
賀
式

　

旧
正
月
に
年
賀
式
が
執
り

行
わ
れ
本
山
を
支
え
る
各
講

社
が
出
席
し
ま
し
た
。
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ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

十
二
月　

圓
照
寺

一
月
・
二
月　

厳
寒
期
の
た
め
清
掃
奉
仕
は
お
休
み
で
す
。

　

本
山
の
清
掃
奉
仕
で
汗
を
流
し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
力
が
合
わ
さ
り
山
内

が
護
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ
は
宗
務
院
庶
務
部
ま
で
お
願

い
し
ま
す
。

汗を流して清掃奉仕
　

御
影
堂
・
如
来
堂
の
国
宝
指
定
に
伴
う
参
詣
者
の

増
加
に
対
応
す
る
為
に
進
納
所
の
移
転
を
は
じ
め
、

業
務
の
見
直
し
を
図
っ
て
お
り
ま
す
。
至
ら
な
い
点

も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
気
持
ち
よ
く
お
参
り
い
た
だ
く

環
境
を
整
備
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
あ
り
ま
し
た
進
納
所
の
場
所
は
茶
所
を

拡
大
し
、
ゆ
っ
く
り
と
く
つ
ろ
げ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

進
納
所
は
上
の
写
真
の
場
所
に
移
り
「
院
号
法
名

下
附
・
帰
敬
式
・
経
典
・
参
拝
記
念
印
（
朱
印
）」

の
お
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
。

　

他
の
お
取
り
扱
い
が
総
合
案
内
所
に
集
約
さ
れ
ま

す
の
で
、
ご
参
詣
の
折
に
は
、
ま
ず
総
合
案
内
所
を

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ま
で
個
別
申
し
込
み
が
必
要
で
し
た
参
拝
案

内
も
定
時
で
の
ご
案
内
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
の
で

詳
し
く
は
本
山
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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「
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
」釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○14

　

釈
し
ゃ
く
そ
ん
尊
に
は
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ

（
訳
し
て
指し
鬘まん
な
ど
と
い
わ
れ

る
）
と
い
う
佛ぶつ
弟で
し子
が
い
ま
し

た
。
そ
の
伝
記
は
所
し
ょ
で
ん伝
様さま
ざ
ま々

で
一
定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

『
今
こ
ん
じ
ゃ
く
も
の
が
た
り
し
ゅ
う

昔
物
語
集
』
の
巻
一
・

第
十
六
話
の
素
材
に
な

る
な
ど
、
特
に
有
名
で

感
動
的
な
佛
弟
子
伝
で

あ
り
ま
す
。　
　

　
『
佛ぶ
っ
せ
つ
お
う
く
つ
ま

説
鴦
掘
摩

経きょ
う』
に
よ
る
と
、
ア

ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
昔
の

イ
ン
ド
の
コ
―
サ
ラ
国

の
、
あ
る
バ
ラ
モ
ン
の

弟
子
で
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
る
と
き
師
の
妻

に
誘ゆう
わ
く惑

さ
れ
、
そ
れ

を
拒きょ
ぜ
つ絶
し
た
た
め
に

逆さか
う
ら
恨
み
さ
れ
、
師
に

全
く
逆
の
こ
と
で
あ
る

嘘うそを
告つ
げ
口
さ
れ
ま
し

た
。

　

師
は
激げき
ど怒
し
て
、
残
ざ
ん
ぎ
ゃ
く
虐
な
方
法

で
復
ふ
く
し
ゅ
う
讐
し
よ
う
と
「
利
す
る
どい
剣
で
、

夜
が
明
け
た
ら
、
百
人
殺
せ
。
一

人
殺
す
ご
と
に
一
本
の
指
（
ア
ン

グ
リ
）
を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
糸

に
通
し
て
首
飾
り
（
マ
ー
ラ
）
の

よ
う
に
す
る
の
だ
。」
と
彼
に
修

行
の
完
成
を
命
令
し
ま
す
。

　

彼
は
師
の
教
え
に
そ
む
く
こ
と

は
出
来
な
い
と
、
次
の
朝
か
ら
昼

ま
で
に
出
あ
う
人
々
を
次
々
と
殺

し
て
指
を
切
り
取
り
ま
す
。
最
後

の
一
本
が
足
ら
ず
、
自
分
の
母
を

殺
し
て
指
の
数
を
満
た
そ
う
と
し

ま
し
た
。
そ
こ
に
釈
尊
が
現
れ
ま

す
。

　

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
が
剣
を
振
り

上
げ
る
と
、
釈
尊
の
姿
が
遠
ざ
か

り
ま
す
。
彼
が
「
沙しゃ
も
ん門、
し
ば
ら

く
止とど
ま
れ
。」
と
言
う
と
、
釈
尊

は
「
わ
た
し
は
、
昔
か
ら
止
ま
っ

た
ま
ま
で
あ
り
、
た
だ
お
前
の
み

が
止
ま
っ
て
い
な
い
。」
と
告
げ

ま
す
。つ

ま
り
釈
尊
は
覚さと
り
、
そ
の

心
は
静せい
し止
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
の
心
は
迷
ま
よ

い
、
動どう
揺ようし
て
い
る
の
で
し
た
。

　

驚
お
ど
ろい
て
い
る
彼
に
、釈
尊
は
「
お

前
は
悪
い
考
え
に
踊
ら
さ
れ
て
人

を
殺
し
た
。
悪
い
夢
を
す
て
て
、

生しょ
う
じ

死
を
こ
え
た
わ
た
し
の
教
え
を

聞
き
な
さ
い
」
と
の
内
容
の
言
葉

で
諭さと
す
と
、
彼
は
悪
夢
か
ら
醒さ
め

た
よ
う
に
、
我
に
返
っ
て
釈
尊
の

足
下
に
平へい
ふ
く伏し

、
自
分
の
過
あ
や
まち

を

悔
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
彼
を
祇
ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

園
精
舎
に
連
れ

て
帰
り
ま
す
。
こ
う
し
て
ア
ン
グ

リ
マ
ー
ラ
は
釈
尊
の
弟
子
と
な
り

ま
す
。

　

国
王
バ
セ
ー
ナ
ジ
は
兵
を
率ひき
い

て
、
殺
人
者
を
取
り
押
さ
え
ん
た

め
に
現
場
に
駆
け
つ
け
ま
し
た

が
、
も
う
釈
尊
の
弟
子
に
な
っ
た

後
で
あ
り
ま
し
た
。
王
は
祇
園
精

舎
で
釈
尊
に
彼
の
こ
と
を
尋たず
ね
ま

す
。
釈
尊
が
弟
子
の
中
に
坐すわ
っ
て

い
る
彼
を
指
ゆ
び
さす
と
、
王
は
納
得
し

て
、
釈
尊
に
礼
を
な
し
て
帰
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
は
、
釈
尊
の

ご
教きょ
う
け化
に
遇あ
い
、
自
ら
の
悪
あ
く
ご
う業

を
反
省
し
、
悪
業
の
報むく
い
を
耐
え

忍
ぶ
中
で
、
最
高
の
佛
弟
子
の
境

地
に
達
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
伝
記
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
や
条
件
が
重
な
れ
ば
、
人
間
と

は
ど
ん
な
行
為
も
す
る
も
の
だ
と

い
う
こ
と
を
も
お
教
え
く
だ
さ
っ

て
い
ま
す
。

釈
尊
は
、
そ
の
人
間
を
救
う

た
め
に
、
慈
い
つ
くし
み
と
、
強
い
信
頼

の
心
を
も
っ
て
、
説
法
し
て
ゆ
か

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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越
前
か
ら
更
に
北
上
し
加
賀

に
差
し
掛
か
っ
た
親
鸞
聖
人
一

行
の
行
く
手
に
川
が
横
た
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
手
取
川
が
氾
濫
し
た
為

に
逗
留
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る

の
が
泰
た
い
ち
ょ
う澄
大
師
建
立
の
萬
福
寺

で
す
。
こ
の
時
の
僧
、
賢
信
房

が
聖
人
の
化
導
に
感
銘
し
浄
土

門
に
帰
依
し
寺
号
も
萬
法
寺
と

改
め
ま
す
。
残
念
な
が
ら
こ
の

場
所
は
今
は
田
ん
ぼ
の
真
ん
中

で
お
寺
が
あ
っ
た
名
残
は
こ
の

石
碑
の
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
手
取
川
の
渡
し
船

第
11
回
　
手
取
川
渡
の
名
号

●
行
事
案
内

三
月
十
五
日
〜
二
十
四
日

　
大
涅
槃
図
公
開
（
如
来
堂
）

　

絵
解
き
は
二
十
一
日
ま
で

三
月
十
八
日
〜
二
十
四
日

　
讃
佛
会

三
月
二
十
三
日
〜
四
月
七
日

　
写
生
大
会

三
月
二
十
六
日
〜
二
十
八
日

　
中
学
生
教
化
合
宿

四
月
六
日
〜
十
一
日

　
千
部
法
会

四
月
八
日

　
釈
迦
三
尊
法
会
（
山
門
）

四
月
九
日
・
十
日

　
十
万
人
講
法
会

四
月
十
一
日

　
戦
没
者
追
弔
法
会

四
月
二
十
一
日

　
は
な
ま
つ
り

四
月
二
十
九
日

　
興
学
布
教
大
会

五
月
六
日
〜
八
日

　
堯
祺
上
人
御
正
当

五
月
二
十
一
日

　
親
鸞
聖
人
降
誕
会

五
月
二
十
一
日
〜
二
十
三
日

　
圓
遵
上
人
二
百
年
忌

　
堯
煕
上
人
百
年
忌

五
月
三
十
一
日

　
第
68
回
檀
信
徒
研
修
会

仏屋敷

の
船
頭
の
家
に
も
泊
ま
ら
れ
た

と
言
わ
れ
て
お
り
、
出
立
に
あ

た
り
や
は
り
川
が
荒
れ
て
い
て

船
を
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

こ
の
時
、
聖
人
が
六
字
の
名

号
を
書
い
て
川
に
投
げ
入
れ

る
と
川
が
静
ま
り
無
事
に
渡
る

こ
と
が
で
き
た
そ
う
で
す
。
こ

の
時
の
名
号
を
奉
納
し
た
の
が

仏ぶ
つ
や
し
き

屋
敷
で
、
側そ
ば

に
は
聖
人
腰
掛

石
や
清
水
の
池
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
集
落
に
あ
る
米

光
日
吉
神
社
で
は
、
聖
人
が
参

拝
し
縁
起
一
巻
を
残
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

美
川
駅
か
ら
萬
法
寺
跡
は
お

よ
そ
１
㌔
白
山
市
手
取
町
に
、

仏
屋
敷
・
日
吉
神
社
は
同
駅
か

ら
お
よ
そ
２
・
４
㌔
白
山
市
米

光
に
あ
り
ま
す
。（
山
川
蓮
生
）

萬法寺跡

米光日吉神社

堯
凞
上
人
の
漢
字
は
法
会
で
は
堯
煕
上
人
と
表
記
し
て
お
り
ま
す
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お
釈
迦
さ
ま
の
生
誕
を
祝
う
四
月

八
日
に
本
山
で
は
釈
迦
三
尊
法
会
と

し
て
山
門
上
に
登
っ
て
い
た
だ
い
て

お
参
り
し
て
い
た
だ
け
ま
す
が
、「
は

な
ま
つ
り
」
は
こ
の
日
と
前
後
し
て

各
地
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

本
寺
で
は　
　
　

四
月
七
日

　

関
東
別
院
で
は　

三
月
二
十
三
日

に
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
お
近
く
の
か

た
は
是
非
お
参
り
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
本
山
で
は
四
月
二
十
一
日

に
、
こ
ど
も
の
は
な
ま
つ
り
と
し
て

催
さ
れ
ま
す
。
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