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ど
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今
回
は
春
日
居
町
寺
本
地
区
を
紹
介

し
ま
す
。
寺
本
の
地
名
は
地
区
内
に
あ

る
古
代
寺
院
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　
寺
本
廃
寺
は
今
か
ら
約
１
３
０
０
年

前
に
造
ら
れ
た
山
梨
県
最
古
の
寺
院
で

す
。
大
き
さ
は
１
３
０
ⅿ
四
方
の
正
方

形
で
、
建
物
の
配
置
方
法
は
法
起
寺
式

で
す
。

　
寺
本
廃
寺
で
は
こ
れ
ま
で
３
回
の
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
塔
、
金
堂
、

講
堂
等
の
建
物
跡
を
確
認
し
て
い
ま
す
。

塔
は
仏
舎
利
等
を
納
め
た
建
物
で
す
。

平
面
規
模
は
一
辺
５
・
４
ⅿ
で
、
心
柱

を
支
え
て
い
た
礎
石
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
金
堂
は
仏
像
等
を
安
置
し
た
建
物

で
す
。
平
面
規
模
は
南
北
10
ⅿ
〜
12
ⅿ
、

東
西
18
ⅿ
以
上
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

講
堂
は
仏
教
行
事
を
行
う
建
物
で
す
。

雨
落
溝
と
礎
石
の
下
に
置
く
根
石
が
確

認
さ
れ
、
平
面
規
模
は
22
ⅿ
×
18
ⅿ
で

す
。

　
さ
ら
に
発
掘
調
査
中
に
は
布
目
瓦
・

墨
書
土
器
・
塑
像
仏
像
の
破
片
等
の
貴

重
な
資
料
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら

は
寺
本
地
区
に
あ
る
春
日
居
郷
土
館
や

御
坂
町
成
田
地
区
に
あ
る
山
梨
県
立
博

物
館
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
寺
本
廃
寺
周
辺
か
ら
は
カ
マ
ド

の
煙
道
部
分
に
布
目
瓦
を
利
用
し
て
い

る
平
安
時
代
後
期
の
住
居
址
が
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
布
目
瓦
は
寺

本
廃
寺
の
建
物
の
屋
根
に
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
平
安
時
代
後
期
に

は
寺
は
す
た
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
後
、
寺
本
廃
寺
跡
に
は
田
畑
や

住
居
等
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

１
７
１
２
年
に
は
講
堂
跡
の
北
側
に
山

王
神
社
が
造
ら
れ
ま
す
。
神
社
の
拝
殿

前
に
は
礎
石
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
神
社
北
側
に
あ
る
丸
石
道
祖
神
の
台

に
は
礎
石
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

寺
本
廃
寺
の
南
築
地
跡
︵
塀
の
跡
︶
は

道
路
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
南
築
地

跡
の
東
側
に
は
寺
本
地
区
の
道
祖
神
場

が
あ
り
、
礎
石
が
２
個
置
か
れ
て
い
ま

す
。

　
こ
れ
ら
の
礎
石
は
寺
本
廃
寺
の
何

れ
か
の
建
物
の
柱
を
支
え
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
寺
の
す
た
れ
た
後
に

礎
石
を
掘
り
出
し
、
利
用
し
た
の
で

し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
、
寺
本
公
民
館
敷
地
内
に
は

木
造
地
蔵
菩
薩
立
像
が
ま
つ
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
仏
像
は
木
食
白
道
に
よ
り

１
８
０
０
年
前
後
に
造
ら
れ
ま
し
た
。

も
と
は
寺
本
山
高
雲
寺
に
ま
つ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
現
在
は
寺
本
地
区
の
人
た

ち
に
よ
り
毎
年
３
月
27
日
に
お
祭
り
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

笛
吹
市
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
課

て
ら
も
と

寺本地蔵菩薩立像寺本道祖神場（礎石）

丸石道祖神の台に転用されている礎石（山王神社）

こ
　
う

て
ん
も
く

だ
い
ち
ゅ
う
い
ん

せ
き
も
ん
し
ん
が
く

し
む
ら

ば
い
が
ん

も
り
か
め

　
守
瓶
﹁
春
十
首
和
歌
﹂
歌
稿

２
首
目
﹁
い
ざ
ゝ
ら
ば
﹂
に
宣
長
の
添

削
が
入
っ
て
い
る
。

県
立
文
学
館
蔵

　
　
邦
生︵
１
９
２
５
〜
１
９
９
９
︶は
、

﹁
背
教
者
ユ
リ
ア
ヌ
ス
﹂
﹁
春
の
戴
冠
﹂

﹁
西
行
花
伝
﹂
な
ど
の
名
作
を
世
に
送

り
出
し
た
小
説
家
で
す
。

　
邦
生
の
祖
先
は
、
春
日
居
町
国
府
で

代
々
　
保
順
病
院
を
経
営
す
る
医
家
で

し
た
が
、
邦
生
の
祖
父
直
記
歿
後
の
翌

１
９
０
７
年
に
起
き
た
笛
吹
川
の
大
洪

水
で
す
べ
て
を
失
い
、
祖
母
と
父
靖
剛

︵
三
壽
吉
︶
た
ち
は
東
京
に
移
り
住
み

ま
し
た
。
靖
剛
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

薩
摩
琵
琶
の
奏
者
と
し
て
一
家
を
な
し

ま
す
が
、
長
男
で
あ
る
邦
生
は
父
の
故

郷
山
梨
へ
関
心
を
示
す
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
戦
中
戦
後
の
五
年
間
、

松
本
の
旧
制
高
校
に
在
学
し
、
春
・
夏

の
休
み
の
帰
省
の
た
め
汽
車
で
山
梨
を

通
っ
て
も
、
わ
ざ
わ
ざ
降
り
て
み
よ
う

と
い
う
思
い
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
述

懐
し
て
い
ま
す
。

　
執
筆
に
追
わ
れ
続
け
て
い
た
１
９
８

１
年
の
冬
、
父
の
死
︵
享
年
89
歳
︶
と

い
う
突
然
の
出
来
事
に
遭
い
ま
す
。
そ

し
て
、
父
の
こ
と
を
深
く
理
解
し
よ
う

と
し
な
か
っ
た
後
悔
の
思
い
に
駆
ら
れ

て
い
き
ま
す
。
﹁
父
が
よ
く
話
し
た
甲

州
に
つ
い
て
、
納
得
ゆ
く
ま
で
調
べ
、

父
が
心
に
描
い
た
も
の
の
本
当
の
姿
を

私
も
じ
っ
く
り
眺
め
、
父
が
笑
っ
た
も

の
を
笑
い
、
泣
い
た
も
の
に
泣
こ
う
と

考
え
﹂
、
小
説
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂

は
書
き
始
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
小
説
は
﹁
新
潮
﹂
１
９
８
２
年

２
月
号
か
ら
翌
年
12
月
号
ま
で
連
載
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
十

分
な
資
料
収
集
が
な
さ
れ
た
り
、
あ
る

い
は
緻
密
な
構
成
の
も
と
に
物
語
が
展

開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
邦
生

の
妹
玉
井
禮
子
氏
や
、
又
従
兄
弟
で
甲

府
に
あ
る
　
保
順
医
院
九
代
目
院
長
の

　
守
昭
氏
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
情
報
や

資
料
、
ま
た
実
際
に
作
者
自
身
が
山
梨

を
訪
れ
た
折
の
調
査
を
も
と
に
書
き
す

す
め
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
春
日
居
町
国
府
の
大
中
院
に

は
　
家
先
祖
代
々
の
墓
所
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
墓
所
に
は
、
初
代
辻
保
順
守
瓶
の

墓
地
で
あ
る
こ
と
を
示
す
立
て
札
や
、

﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
で
読
み
下
さ
れ

た
守
瓶
の
墓
誌
名
を
記
し
た
石
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
墓
誌
銘
や
﹁
甲

斐
国
志
﹂
﹁
甲
斐
資
料
集
成
　
甲
州
儒

医
列
伝
﹂
な
ど
の
資
料
を
も
と
に
、﹁
銀

杏
散
り
や
ま
ず
﹂
で
守
瓶
の
生
涯
が
語

ら
れ
て
い
き
ま
す
。
守
瓶
は
、
１
７
５

０
︵
寛
延
３
︶
年
、
八
代
郡
末
木
村
に

志
邨
助
左
衛
門
の
次
男
と
し
て
生
れ
、

兄
は
石
門
心
学
︵
石
田
梅
巌
の
唱
道
す

る
儒
教
の
影
響
下
に
形
成
さ
れ
た
実
践

道
徳
学
︶
の
実
践
者
と
し
て
有
名
な
志

邨
天
目
で
す
。
１
７
７
３
︵
安
永
２
︶

年
、
高
室
昌
五
の
門
に
入
り
医
学
を
学

び
、
医
家
と
し
て
名
声
を
挙
げ
、
１
７

８
８
︵
天
明
８
︶
年
に
は
国
学
者
本
居

宣
長
の
門
に
入
り
ま
す
。
﹁
銀
杏
散
り

や
ま
ず
﹂
で
は
、
宣
長
が
守
瓶
に
宛
て

た
書
簡
か
ら
、
師
弟
の
交
流
に
想
像
を

め
ぐ
ら
せ
る
な
ど
、
祖
先
た
ち
の
生
活

に
し
だ
い
に
引
き
込
ま
れ
て
い
き
ま
す
。

　﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
の
連
載
に
よ
り
、

　
邦
生
の
ま
な
ざ
し
は
山
梨
に
向
け
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

大中院　　守瓶墓所

転用されている礎石（山王神社拝殿前）


