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尼
さ
ま
が
願
わ
れ
た
「
寿
塔
」
と
認
定
さ

れ
、
そ
の
後
「
こ
ぶ
し
の
里
」
と
し
て
整

備
さ
れ
ま
し
た
。 

現
在
の
国
府
の
風
景
に
、
当
時
を
直

接
し
の
ぶ
面
影
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
ご
流
罪
と
い
う
厳
し
い

環
境
の
中
、
後
の
布
教
伝
道
の
土
台
を

こ
の
地
で
深
め
ら
れ
、
親
鸞
聖
人
と
そ

の
ご
家
族
が
確
か
に
こ
の
地
で
過
ご
さ

れ
た
の
だ
と
思
う
と
、
と
て
も
感
慨
深

い
旅
と
な
り
ま
し
た
。 

別
院
の
近
く
に
は
「
片
葉
の
葦
」
が

群
生
し
て
い
ま
す
。「
片
葉
の
葦
」
と
は
、

親
鸞
聖
人
が
関
東
へ
旅
立
た
れ
る
際
、

別
れ
を
惜
し
ん
だ
葦
が
、
聖
人
一
行
に

手
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
葉
を
そ
ろ
え
た

と
い
う
伝
承
が
あ
り
、「
越
後
親
鸞
七
不

思
議
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

実
際
に
は
、
風
向
き
な
ど
の
気
象
条
件

で
葉
が
片
側
へ
な
び
く
現
象
の
よ
う
で

す
が
、
親
鸞
聖
人
を
敬
う
人
々
の
心
が
、

こ
う
し
た
伝
説
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

別
院
か
ら
車
で
５
分
程
の
と
こ
ろ
に

は
「
居
多
ヶ
浜
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

は
、
ご
流
罪
と
な
っ
た
親
鸞
聖
人
が
最

初
に
上
陸
さ
れ
た
と
伝
わ
る
場
所
で

す
。
親
鸞
聖
人
は
「
海
」
に
思
い
を
寄

せ
ら
れ
、
「
本
願
海
」「
生
死
海
」
と
い

っ
た
言
葉
で
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
の
広

さ
、
私
た
ち
の
苦
悩
の
深
さ
を
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
日
最
後
に
訪
れ
た
の
は
、
恵
信

尼
さ
ま
の
廟
所
で
す
。
恵
信
尼
さ
ま
の

お
手
紙
に
「
生
き
て
い
る
間
に
卒
塔
婆

(

そ
と
ば)

を
建
て
て
み
た
い
と
思
い
、

石
の
五
重
の
塔
を
七
尺
の
高
さ
で
造
る

よ
う
に
頼
ん
だ
ら
、
職
人
が
引
き
受
け

て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
で
き
あ
が
っ
て

く
れ
ば
す
ぐ
に
建
て
よ
う
と
思
っ
て
い

ま
し
た
」(

『
現
代
語
版
聖
典
』)

と
あ
り

ま
す
。
昭
和
３
２
年
、
現
在
の
上
越
市

板
倉
区
で
発
見
さ
れ
た
石
塔
が
、
恵
信

片葉の葦 

居多ヶ浜。看板の向こうに日本海が広がる 

恵
信
尼
さ
ま
廟
所 

写
真
の
奥
に
見
え
る
の
が「
寿
塔
」
。
左
横

は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
お
名
号
。 

ご
報
告 

５
月
１
８
日
に
開
催
さ
れ
た
「
明
法

寺
門
徒
総
代
会
」
に
お
い
て
、
次
の
方

が
本
山
届
出
の
門
徒
総
代
に
選
出
さ

れ
ま
し
た
。 

総
代
長 

 

大
本
満
男
さ
ん(

再
任) 

副
総
代 

竹
本
正
富
美
さ
ん(

再
任) 

 

武
田
邦
夫
さ
ん(

新
任) 

任
期 

令
和
７
年
６
月
１
５
日
か
ら 

４
年
間 

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 

宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
に
は
お
仏
壇
が
設
置
さ

れ
て
い
ま
す
。
皆
で
お
朝
事
を
お
勤
め
し

ま
し
た
。 


