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憲
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今
、
日
本
全
国
の
映
画
館
で
「
飛
べ
！
ダ
コ
タ
」
が
上
映
さ
れ
、
大
き
な
反
響
と
深
い

感
動
を
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
同
時
に
佐
渡
と
佐
渡
人
の
良
さ
や
温
か
さ
が
再
認
識
さ

れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
映
画
は
、
終
戦
５
ヶ
月
後
の
昭
和
二
十
一
年
一
月
十
四
日
島
内
の
高
千
村
に
英

国
の
軍
用
機
（
ダ
コ
タ
）
が
不
時
着
し
た
際
、
太
平
洋
戦
争
で
身
内
を
亡
く
し
た
多
く
の

村
民
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敵
国
へ
の
憎
し
み
を
の
り
こ
え
て
英
国
の
軍
人
を
世
話

し
、
村
民
が
協
力
し
て
海
岸
に
滑
走
路
を
つ
く
り
ダ
コ
タ
を
飛
び
立
た
せ
る
こ
と
が
出

来
た
実
話
を
も
と
に
、
島
内
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
の
映
画
の
中
で
高
千
村
長

役
の
柄
本
明
さ
ん
が
「
天
皇
様
か
ら
罪
人
ま
で
困
っ
て
い
る
客
人
を
助
け
て
き
た
の
ん

が
佐
渡
ん
も
ん
ら
」
と
言
っ
て
乗
員
と
ダ
コ
タ
を
救
う
こ
と
を
決
意
し
ま
す
が
、
こ
れ
こ

そ
慈
悲
の
教
え
そ
の
も
の
で
あ
り
観
音
さ
ま
の
御
心
に
違
い
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。 

慈
悲
は
、
「他
者
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
わ
か
っ
て
あ
げ
、
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
る
」と
い

う
人
間
に
特
有
の
仏
心
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
慈
悲
を
御
姿
で
現
わ

し
て
い
る
仏
さ
ま
が
観
音
さ
ま
で
あ
り
、
私
た
ち
人
間
は
皆
観
音
さ
ま
の
御
心
を
抱
い
て
い

る
と
い
え
ま
す
。 

こ
の
映
画
が
世
界
各
国
で
上
映
さ
れ
、
世
界
中
の
人
た
ち
が
全
て
の
人
間
が
持
っ
て
い
る

慈
悲
の
心
に
気
ず
い
て
、
憎
し
み
や
争
い
、
戦
争
の
な
い
互
い
に
思
い
や
り
の
気
持
ち
で
生

き
て
い
く
平
和
な
社
会
が
、
全
世
界
で
実
現
す

る
よ
う
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
す
。 

 

ぜ
ひ
と
も
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
総
本
山
長
谷

寺
の
御
本
尊
十
一
面
観
音
さ
ま
を
お
参
り
い
た

だ
き
、
観
音
さ
ま
の
慈
悲
の
御
心
が
我
々
に
も

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
確
信
願
い
た
い
次

第
で
す
。 
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「飛
べ
！
ダ
コ
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」に
観
る
観
音
さ
ま
の
慈
悲  
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言
宗
豊
山
派 

佐
渡
宗
務
支
所 

支
所
長 

 

山
本 

憲
慈  

  

こ
の
た
び
佐
渡
宗
務
支
所
下
寺
院
住
職
の
ご
推
薦
を
頂
き
、
就
任
し
て
以
来
六
ヶ
月

に
な
り
ま
す
が
、
各
寺
院
総
代
始
め
関
係
各
位
か
ら
多
大
な
ご
支
援
・ご
協
力
を
頂
い

て
順
調
に
諸
活
動
並
び
に
業
務
を
執
行
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
衷
心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

平
成
二
十
四
年
六
月
に
真
言
宗
豊
山
派
管
長
・
総
本
山
長
谷
寺
化
主
に
就
任
さ
れ

ま
し
た
加
藤
精
一
猊
下(

げ
い
か
）
は
、
「
現
在
の
世
相
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
皆

様
も
同
様
の
お
気
持
ち
で
し
ょ
う
が
、
人
々
の
人
間
ら
し
い
う
る
お
い
が
う
す
れ
、
心
の

平
和
と
安
定
を
見
失
っ
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
時
こ
そ
、
正
し

い
信
仰
、
健
全
な
宗
教
が
必
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
信
奉
す
る
真
言
宗
の
主

張
、
弘
法
大
師
の
教
え
は
、
心
の
平
和
と
安
定
を
と
り
戻
す
た
め
の
最
上
の
特
効
薬
で

あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
・
・
・
・
・
」
と
申
さ
れ
、
今
真
言
宗
僧
侶
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
お

示
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。私
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
は
益
々
複
雑
で
多
様
化
し
価
値
観

の
変
化
、
檀
家
と
菩
提
寺
の
関
係
が
希
薄
に
向
う
中
に
あ
っ
て
、
寺
院
住
職
の
責
務
は

重
大
で
あ
り
ま
す
。 

 

佐
渡
宗
務
支
所
で
は
そ
の
使
命
を
再
認
識
し
、
檀
信
徒
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う

自
ら
の
意
識
改
革
に
努
め
、
寺
院
住
職
・
教
師
・
仏
教

婦
人
会
や
仏
教
青
年
会
と
連
携
強
化
を
図
り
つ
つ
、

檀
信
徒
の
方
々
と
一
緒
に
な
っ
て
弘
法
大
師
に
帰
依

し
「
み
お
し
え
」を
宣
揚
し
て
、信
頼
関
係
を
深
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
よ
う
研
鑽
し
て
参
り
た
い
と
思
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

ま
こ
と
に
未
熟
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
檀
信
徒

の
方
々
の
格
別
の
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

就

任

の

ご

挨

拶 

山本憲慈 支所長 

総本山長谷寺本尊大観音尊像 

発
行
所 

 

新
潟
県
佐
渡
市
赤
玉
六
四
八 

 

文
殊
院
中 

真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所 

題字 山本憲慈 



 

 

全
国
檀
信
徒
総
代
協
議
会
出
席
に
つ
い
て
（報
告
）  

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

支
所
下
四
十
番 

多
聞
寺
総
代 

 

本
間 

 

繁  

こ
の
た
び
、
平
成
二
十
五
年
度
の
第
六
十
五
次
全
国
檀
信
徒
総
代
協
議
会
に
出
席

し
、
「
信
仰
の
山
・
学
侶
の
寺
～
総
本
山
長
谷
の
源
流
を
辿
っ
て
」
に
つ
い
て
、
講
師
の
大

正
大
学
教
授
で
「
聖
天
院
住
職
・
坂
本
正
仁
先
生
」
の
講
演
を
聞
き
、
私
な
り
に
長
谷

寺
の
歴
史
に
つ
い
て
、
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

「
長
谷
寺
」
は
、
六
八
六
年
に
川
原
寺
の
僧
、
道
明
上
人
が
天
武
天
皇
の
福
寿
を
祈
っ

て
「
銅
板
法
華
説
相
図
」
（
国
宝
で
奈
良
博
物
館
）
を
作
り
、
初
瀬
の
西
側
の
岡
に
三
重

の
塔
を
建
立
し
、
そ
こ
に
「
銅
板
法
華
説
相
図
」
を
安
置
し
た
の
が
長
谷
寺
の
始
ま
り
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

道
明
上
人
は
、
「
日
本
三
大
実
録
」
な
ど
で
語
ら
れ
る
高
僧
で
、
天
武
天
皇
の
勅
を

受
け
て
飛
鳥
の
弘
福
寺
（
川
原
寺
）
を
創
設
し
た
人
物
で
、
大
官
大
寺
（
大
安
寺
）
、
薬

師
寺
、
法
興
寺
（
元
興
寺
）
と
と
も
に
飛
鳥
四
大
寺
と
さ
れ
て
い
た
寺
の
一
つ
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
長
谷
寺
の
現
在
の
本
堂
は
、
江
戸
時
代
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
寄
進
に

よ
り
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
年
）
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
舞
台
造
り
形
式
で
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

御
本
尊
の
観
音
様
は
、
西
の
岡
に
長
谷
寺
（
道
明
上
人
）
建
立
か
ら
四
一
年
後
の
七

二
七
年
に
、
聖
武
天
皇
の
勅
を
奉
じ
て
、
徳
道
上
人
（
道
明
上
人
の
弟
子
）
が
東
の
岡
に

十
一
面
観
音
立
像
の
造
営
を
は
じ
め
て
六
年
後
の
七
三
三
年
に
三
丈
三
尺
六
寸
（
約

一
〇
ｍ
）
の
立
像
が
完
成
し
、
そ
の
年
に
行
基
を
導
師
と
し
て
十
一
面
観
音
の
開
眼
供

養
が
行
な
わ
れ
、
長
谷
寺
は
観
音
霊
場
と
し
て

あ
ゆ
み
は
じ
め
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
間
に
九
回
の
火
災
に
あ
っ
て
お
り
、
そ
の

都
度
焼
け
の
こ
っ
た
像
の
一
部
を
胎
内
に
納
め

て
伝
え
続
け
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
、
観
音

様
の
霊
験
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。 

 

以
上
雑
ぱ
く
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
全
国
総

代
会
に
出
席
い
た
し
ま
し
た
総
本
山
長
谷
寺
に

つ
い
て
、
と
り
と
め
の
な
い
文
書
で
申
し
訳
あ
り

ま
せ
ん
が
、
報
告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

支
所
下
二
十
三
番 

定
福
寺
寺
庭
婦
人 

仏
教
婦
人
会
会
長 

 

平
井 

園
香  

 

真
言
宗
豊
山
派
仏
教
婦
人
会
佐
渡
支
部
は
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
十
二
日
か

ら
活
動
を
開
始
し
て
い
ま
す
。 

 

仏
教
婦
人
会
規
則
第
三
条
に
は
、
「
こ
の
会
は
真
言
宗
豊
山
派
の
教
義
を
基
と
し

て
、
慈
悲
と
寛
容
の
仏
教
精
神
に
則
り
、
会
員
相
和
楽
し
相
互
に
仏
教
婦
人
と
し
て

修
養
を
積
み
円
満
な
家
庭
と
平
和
な
社
会
を
つ
く
る
と
共
に
、
進
ん
で
会
員
の
獲
得

と
教
義
の
宣
布
に
努
め
る
。
」
と
あ
り
ま
す
。
諸
先
輩
方
の
残
し
て
く
れ
た
記
録
を
辿

り
ま
す
と
、
寺
庭
婦
人
と
し
て
研
鑽
に
励
ん
で
い
る
様
子
が
伺
い
知
れ
ま
す
。 

 

主
な
内
容
と
し
ま
し
て
総
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
折
に
講
師
を
招
い
て
の
手
芸
品
作

り
の
講
習
会
や
会
員
親
睦
を
か
ね
て
島
内
一
日
研
修
旅
行
を
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

支
所
主
催
の
講
演
会
に
も
、
同
席
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
総
会
開
始

時
に
は
、
心
静
か
に
歌
詞
の
内
容
を
か
み
し
め
な
が
ら
、
ご
詠
歌
を
お
唱
え
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
仏
教
婦
人
会
の
本
部
で
の
講
習
会
・
講
演
会
に
も
会
員
が
参
加
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
六
年
前
に
本
部
五
十
周
年
記
念
式
典
に
七
名
参
加
で
き

た
こ
と
は
本
部
と
の
連
絡
が
取
れ
、
地
方
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
一
歩
か
と
思
い
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
機
会
が
あ
れ
ば
、
本
部
の
活
動
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

在
家
か
ら
何
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
お
寺
に
嫁
ぎ
、
寺
庭
婦
人
の
仲
間
入
り
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
諸
先
輩
方
の
足
跡
を
見
る
に
つ
け
、
会
を
維
持
し
て
行
く
こ
と
の
大
切

さ
を
感
じ
こ
の
会
だ
か
ら
こ
そ
出
会
え
た
方
々
か
ら
色
々
な
事
を
教
わ
り
、
会
員
と

し
て
共
に
過
ご
し
て
行
く
こ
と
の
大
切
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
会
員
が
、

当
会
に
参
加
し
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。 

 
教
義
の
宣
布
に
は
程
遠
い
で
す

が
、
真
言
宗
豊
山
派
仏
教
婦
人
会

佐
渡
支
部
の
紹
介
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
仏
教
婦
人
会
の
活

動
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
に
、
宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

 

仏
教
婦
人
会
に
つ
い
て 

多聞寺総代 本間 繁氏 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

講
師 

福
島
県
第
二
号
宗
務
支
所 

長
安
寺
住
職 

横 

山  

周 

豊 
 

僧 

正  

 

平
成
二
十
五
年
度
の
、
真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所
「
檀
信
徒
総
代
会
」
が
、
七

月
六
日
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
恒
例
の
講
演
会
は
、
仏
婦
の
方
々
に
も
参
加
い
た
だ
き

「
原
発
事
故
に
お
け
る
檀
信
徒
救
護
と
教
化
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
東
日
本
大
震
災
に

お
け
る
福
島
第
一
原
発
事
故
の
発
生
で
、
大
変
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
横
山
周
豊
先
生

に
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
。
以
下
に
、
七
月
九
日
付
の
新
潟
日
報
に
掲
載
さ
れ
た
記
事

の
一
部
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

 

『
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
原
発
事
故
で
福
島
市
に
避
難
し
て
い
る
福
島
県
浪
江
町
の

長
安
寺
住
職
、
横
山
周
豊
さ
ん
（
七
二
）
が
６
日
、
佐
渡
市
長
谷
の
長
谷
寺
で
講
演
し

た
。
佐
渡
市
の
僧
侶
や
檀
家
ら
約
五
〇
人
を
前
に
、
横
山
さ
ん
は
「
放
射
線
量
が
高
い

地
域
に
自
由
に
入
れ
ず
、
墓
が
あ
っ
て
も
納
骨
出
来
ず
に
困
っ
て
い
る
檀
家
が
大
勢
い

る
」
な
ど
と
被
災
地
の
実
態
を
語
っ
た
。     

 

講
演
会
は
、
真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所
（
山
本
憲
慈
支
所
長
）
が
、
今
夏
に
被

災
地
を
訪
問
す
る
前
に
、
現
地
の
状
況
を
学
ぶ
た
め
に
開
催
し
た
。 

 

横
山
さ
ん
は
原
発
事
故
の
後
、
福
島
県
内
外
に
避
難
し
た
檀
家
を
訪
ね
歩
い
た
経
験

を
振
り
返
り
、
「
避
難
が
伴
う
災
害
で
は
、
檀
家
の
住
所
や
固
定
電
話
の
番
号
を
記
載

し
て
い
る
名
簿
は
、
あ
て
に
な
ら
な
い
。
（
避
難
後
も
連
絡
が
取
れ
る
よ
う
）
携
帯
電
話

の
番
号
を
把
握
し
て
お
く
大
切
さ
が
分
か
っ
た
」
と
教
訓
を
語
っ
た
。
横
山
さ
ん
は
浪
江

町
か
ら
避
難
し
た
後
、
福
島
市
で
一
軒
家
を
借
り
て
寺
の
活
動
を
再
開
。
毎
年
八
月

に
集
団
盆
供
養
を
行
っ

て
い
る
と
し
、
「
各
地
に

散
ら
ば
っ
た
檀
家
が
集

ま
り
、
再
会
を
喜
ん
で
い

る
」
と
紹
介
し
た
。
』 

 

他
に
も
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
テ
レ

ビ
や
ラ
ジ
オ
で
、
広
く
県

民
に
横
山
周
豊
先
生
の

ご
講
演
の
様
子
が
伝
え

ら
れ
ま
し
た
。 

平
成
二
十
五
年
度
檀
信
徒
総
代
会
講
演
会
開
催  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

畑
野
小
学
校
二
年 

 

余
湖 

悠
月 

  

わ
た
し
が
研
修
会
で
た
の
し
か
っ
た
の
は
、
き
も
だ
め
し
と
花
火
と
な
が
し
そ

う
め
ん
で
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
き
も
だ
め
し
は
奈
那
ち
ゃ
ん
と
チ
ー
ム

に
な
っ
て
ま
わ
り
ま
し
た
。
わ
た
し
は
こ
わ
く
な
く
て
、
奈
那
ち
ゃ
ん
は
こ
わ

か
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

あ
と
、
花
火
は
き
れ
い
で
た
の
し
か
っ
た
で
す
。
な
が
し
そ
う
め
ん
は
、
つ
め

た
く
て
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。 

青
少
年
研
修
会
参
加
者
作
文 

横 山 周 豊 僧 正 

  

佐
渡
宗
務
支
所 

仏
教
青
年
会
会
長 

 

平
田 

恵
順  

 

さ
る
平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
七
、
二
十
八
日
に
第
三
十
七
回
青
少
年
研
修
会
が

開
催
さ
れ
、
生
憎
の
天
候
な
が
ら
無
事
終
了
。
参
加
者
は
小
学
生
八
名
、
高
校
生
（サ

ポ
ー
ト
役
）二
名
の
参
加
。
法
話
、
法
の
灯
火
、
勤
行
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
な
し
、
昨
年

か
ら
の
腕
輪
念
珠
、
ロ
ー
ソ
ク
作
り
で
は
研
修
生
た
ち
の
独
創
的
な
ア
イ
デ
ア
や
生
き
い

き
と
し
た
集
中
力
に
は
感
心
す
る
こ
と
し
き
り
。
高
学
年
の
子
が
小
さ
い
子
を
気
配
り
、

ケ
ン
カ
も
せ
ず
助
け
合
い
・・・皆
、
仏
心
が
芽
生
え
た
の
で
は
。
二
日
間
で
得
た
貴
重
な

体
験
を
生
か
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
れ
研
修
生
達
。
ま
た
、
来
年
会
お
う
ね
！ 

第
三
十
七
回
青
少
年
研
修
会
開
催 

平成25年7月27・28日 

 於：佐渡市赤玉 

    文殊院道場 



 

 

  
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
三
十
五
番 

神
峯
山 

大
慶
寺

し
ん
ぽ
う
ざ
ん 

た
い
け
い
じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

佐
渡
市
金
井
新
保
乙 

 

住
職 

 

近
藤 

浄
太 

  

開
基
、由
緒
は
不
詳
。当
寺
は
元
、雲
上
寺
と
号
し
金
北
山
別
当
で
あ
っ
た
。天
正
年
中

に
真
光
寺
へ
別
当
職
転
任
の
際
、
当
寺
の
僧
侶
が
別
当
関
係
の
書
類
を
携
え
て
彼
の
地

に
て
奉
職
世
襲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
当
寺
は
河
内
國
誉
田
八
幡
宮
を
勧
請
し
一
村
の
産
土
社
（
う
ぶ
す
な
）
と
し

て
社
殿
を
築
き
、
名
を
八
幡
山
阿
弥
陀
院
長
福
寺
と
称
し
た
。
天
正
年
中
の
寺
社
改
帳

に
は
、
八
幡
別
当
長
福
寺
と
あ
る
。
し
か
し
、
享
保
年
中
に
今
上
皇
子
の
御
諱
（
い
み
な
）

を
避
け
て
名
を
大
慶
寺
と
改
め
た
。当
初
は
天
台
宗
に
属
し
て
い
た
が
、上
杉
景
勝
の
佐

渡
改
め
に
よ
っ
て
上
杉
の
帰
依
す
る
真
言
宗
と
な
っ
た
。 

 

本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
。
本
堂
内
に
は
金
北
山
の
別
当
の
名
残
り
、
不
動
尊
を
模
し
た

と
思
わ
れ
る
利
剣
、
羂
索
（
け
ん
さ
く
）
を
持
っ
た
烏
天
狗
像
（
か
ら
す
て
ん
ぐ
ぞ
う
）
が

安
置
さ
れ
て
い
る
。 

 

毎
年
四
月
十
五
日
、九

月
十
三
日
に
は
八
幡
宮

の
祭
礼
に
合
わ
せ
て
、
金

井
新
保
区
協
賛
の
も
と
、

門
前
市
、
郷
土
芸
能
披

露
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

境
内
に
は
茅
葺
、
白
壁
の

長
屋
門
、
本
堂
裏
手
に

は
ツ
ツ
ジ
庭
園
が
あ
る
。 

      

 
 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
五
番 

瑠
璃
山 

曼
荼
羅
寺

る

り

ざ

ん

 

ま

ん

だ

ら

じ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
沢
根 

 

住
職 

 

佐
々
木 

成
樹 

 
 

曼
荼
羅
寺
は
、
佐
和
田
沢
根
村
か
ら
二
見
へ
と
抜
け
る
七
浦
海
岸
線
を
走
行
す
る

と
、
羽
二
生
集
落
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
右
手
に
「
曼
荼
羅
寺
前
」
の
バ
ス
停
が
見
え
、

こ
こ
を
右
折
し
た
と
こ
ろ
に
佇
ん
で
い
る
。
本
尊
は
薬
師
如
来
で
、
昔
、
薬
師
堂
に

あ
っ
た
も
の
を
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
一
）
火
災
の
際
に
、
現
在
の
本
堂
に
移
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。 

 

当
寺
は
応
永
元
年
（
一
三
九
四
）
沢
根
城
主
本
間
摂
津
守
の
祈
願
所
と
し
て
創
建

さ
れ
た
が
、
以
後
二
度
の
火
災
を
経
て
今
日
に
至
り
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
鶴

子
銀
山
の
隆
盛
期
に
は
、
豪
族
中
山
一
族
が
寺
を
再
建
し
、
多
く
の
田
地
山
林
を
寄

進
し
寺
領
を
増
や
し
た
。
現
今
の
本
堂
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
五
）
再
建
さ
れ

た
。 

 

当
寺
の
什
宝
で
あ
る
曼
荼
羅
図
は
金
剛
界
、
胎
蔵
界
と
呼
ば
れ
る
二
幅
一
対
の
軸

物
で
、
主
に
仏
教
の
儀
式
を
行
う
際
に
本
堂
内
に
掛
け
て
使
用
す
る
。
寄
進
者
で
あ

る
中
山
宗
祐
は
、
中
山
家
（
河
原
田
本
町
）
大
屋
の
初
代
中
山
元
忠
の
こ
と
で
、
父
中

山
元
茂
の
遺
命
に
よ
り
真
光
寺
な
ど
の
諸
所
に
堂
宇
を
再
建
し
た
人
物
で
あ
る
。
当

寺
に
伝
わ
る
曼
荼
羅
図
は
、
正
保
四
年
（
一
六
四
六
）
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
寄
進
者
の
中
山
家
の
伝
来
、
由
緒
等
が
明
ら
か
で
年
代
の
古
い
歴
史

的
な
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
佐
和
田
町
が
平
成
十
五
年
九
月
九
日
文
化
財
に

指

定

し
、
そ

の
後
佐
渡
市

が

引

き

継

ぎ
、
平

成

十

六
年
三
月
一

日
に
佐
渡
市

の
指
定
有
形

文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
。 

 

寺 

院 

探 

訪 

大慶寺 本堂 

ツツジ庭園 

曼荼羅寺 本堂 

什宝両界曼荼羅図 

金剛界 胎蔵界 

 
 

 
  

本
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
三
十
日
に
か
け
て
、
多
く
の
方
が
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
っ
て

犠
牲
と
な
ら
れ
た
福
島
、
宮
城
、
岩
手
各
県
被
災
地
への
慰
問
訪
問
を
実
施
し
ま
し
た
。 

 

参
加
者
は
山
本
支
所
長
他
僧
侶
六
名
、
檀
信
徒
一
名
、
運
転
手
一
名
の
計
六
名
で
し
た
。
詳

細
に
関
し
て
は
、
次
号
の
支
所
だ
よ
り
で
報
告
い
た
し
ま
す
。 

お

知

ら

せ 


