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山
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憲
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支
所
長
就
任
三
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
社
会
貢
献
、
檀
信
徒
教
化
な
ど
支
所
事

業
への
ご
理
解
と
ご
協
力
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

日
本
人
の
宗
教
離
れ
や
寺
離
れ
が
進
行
し
菩
提
寺
と
お
檀
家
様
の
希
薄
が
叫
ば
れ
る

中
、
私
の
寺
で
も
お
彼
岸
や
お
盆
に
お
墓
参
り
は
さ
れ
て
も
本
堂
に
お
参
り
す
る
お
檀
家

様
の
姿
を
見
か
け
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
印
象
が
い
た
し
ま
す
。
菩
提
寺
と
は
ご
先
祖
様

が
眠
る
霊
場
で
あ
り
、
ご
先
祖
様
に
ご
加
護
を
く
だ
さ
る
ご
本
尊
を
安
置
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
は
宗
祖
弘
法
大
師
さ
ま
を
お
祀
り
し
て
真
言
宗
の
教
え
が
体
得
で
き

る
道
場
で
あ
り
信
仰
心
を
養
う
拠
り
所
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

多
忙
な
日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
形
式
に
こ
だ
わ
る
事
な
く
何
時

で
も
気
軽
に
菩
提
所
に
足
を
運
ん
で
ひ
と
時
の
心
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
、
我
が
菩
提
寺
を
知

り
寺
檀
の
距
離
が
縮
ま
れ
ば
有
難
い
事
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。 

 

東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
出
向
い
て
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の
供
養
や
回
向
、
ネ
パ
ー
ル

大
震
災
被
災
支
援
募
金
活
動
に
は
支
所
下
お
檀
家
様
へ
も
参
加
を
呼
び
か
け
寺
檀
共
同

し
て
実
践
し
て
参
り
ま
し
た
。
今
後
も
お
檀
家
様
と
連
携
し
一
体
と
な
っ
て
行
動
し
、
相
互

理
解
が
深
ま
り
良
い
寺
檀
関
係
が
構
築
さ
れ
る
事
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
真
言
宗
智
山
派
佐
渡
教
区
寺
院
と
の
交
流
促
進
を
図
り
、
協
調
し
て
布
教
教
化

を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

去
る
六
月
に
実
施
さ
れ
た
檀
信
徒
総
代
会
で
は
、
智
山
派
の

教
化
推
進
会
議
の
運
営
形
式
の
一
部
を
参
考
に
、
各
寺
院
か
ら

複
数
人
の
お
檀
家
さ
ん
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
し
た
。支
所
下
寺

院
教
師
及
び
各
寺
院
の
お
檀
家
さ
ん
同
士
の
仲
間
意
識
と
連

帯
感
拡
大
、
菩
提
寺
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
く
機
会
と
な
り
、

共
に
宗
祖
弘
法
大
師
信
仰
の
高
揚
に
繋
が
れ
ば
と
期
待
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

お

檀

家

さ

ま

と

共

に 
山本憲慈 支所長 

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 

  

 

 

真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所
は
、
本
年
七
月
二
十
六
日

（日
）・八
月
二
日
（日
）の
両
日
、両
津
港
佐
渡
汽
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
玄

関
口
に
お
い
て
、
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
の
被
災
者
に
対
す
る
救
援
募

金
活
動
を
行
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
活
動
は
、
本
年
四
月
に
発
生
し
た
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
で
大
き

な
被
害
が
で
て
い
る
が
、
当
国
が
世
界
の
最
貧
国
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
か
ら
復
興
は
ほ
と
ん
ど
進
ん
で
い
な
い
現
状
で
あ
り
、
ま
た
、
ネ

パ
ー
ル
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
が
釈
迦
生
誕
の
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
本
年

度
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
す
。 

両
日
と
も
、
教
師
（僧
侶
）・檀
信
徒
・ネ
パ
ー
ル
の
方
（新
潟
市
在
住
）合
わ
せ
て
八
名
が

募
金
箱
を
持
っ
て
立
ち
ま
し
た
が
、
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
多
く
の
着
船
し
た
方
・
出
港

す
る
方
・タ
ー
ミ
ナ
ル
で
働
い
て
お
ら
れ
る
方
等
に
募
金
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

早
速
、八
月
三
日
（月
）に
、山
本
支
所
長
・池
田
副
長
・大
場
布
教
長
が
佐
渡
市
役
所
を

訪
れ
、鍵
谷
社
会
福
祉
課
長
様
に
い
た
だ
い
た
募
金
総
額
十
八
万
円
余
り
と
募
金
目
録
を

お
渡
し
し
て
、
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
た
ネ
パ
ー
ル
被
災
者
へ
の
早
期
の
送
金
を
依
頼
し
、

快
諾
を
得
ま
し
た
。 

な
お
、
こ
の
募
金
活
動
の
様
子
や
目
的
等
に
つ
い
て
、
新
潟
日
報
と
佐
渡
テ
レ
ビ
で
詳
し

く
報
道
さ
れ
、
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
の
被
災
者
救
援
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
広
く
社
会
に
発
信

す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。 

「
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
募
金
活
動
」
実
施
報
告 

ネパール大地震救援募金活動 

 

な
お
、
運
営
に
つ
き
課
題
も
散
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
来
年
度
に
は
改
善
し
て
充
実
し
た

内
容
で
臨
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

来
年
六
月
に
は
総
本
山
長
谷
寺
団
体
参
拝
を
計
画
し
菩
提
寺
を
通
じ
て
ご
案
内
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
多
数
ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

今
後
も
、
お
檀
家
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
専
心
努
力
し
、
そ
の
任
を
努
め

て
参
り
ま
す
。
ご
支
援
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 



 

 

平
成
二
十
八
年
度
本
山
団
体
参
拝
申
込
み
募
集
中    

 

 

佐
渡
宗
務
支
所
で
は
、
四
年
ご
と
に
総
本
山
長
谷
寺
や
高
野
山
等
へ
の
団
体
参
拝
を
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
毎
回
大
変
多
く
の
檀
信
徒
の
皆
様
に
ご
参
加
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

次
回
は
、平
成
二
十
八
年
度
が
実
施
年
に
当
た
り
ま
す
の
で
、左
記
の
と
お
り
本
山
団
体

参
拝
の
旅
を
企
画
し
ま
し
た
。檀
信
徒
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、お
さ
そ
い
合
わ
せ
の
う

え
奮
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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一
．
日 

 
 

程  

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
六
日
（日
）～
二
十
八
日
（火
） 

 

一
．
所
要
経
費 

一
人 

九
万
三
千
五
百
円
（島
内
送
迎
バ
ス
代
含
む
） 

 

一
．
募
集
人
員 

九 

十 

名 

 

一
．
募
集
締
切 

平
成
二
十
八
年
一
月
末
日
（一
次
） 

 

一
．
申
込
方
法 

申
込
金
一
万
円
を
添
え
て
、
菩
提
寺
住
職
へ参
加
申
込
書
を
提
出

 
 

 
 

 

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
本
山
団
体
参
拝
旅
行
の
企
画
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
六
日
（日
） 

出 

発 
 

旅
行
社
手
配
の
バ
ス
が
、
各
路
線
ご
と
に
お
迎
え
に
ま
い
り
ま
す
が
、
場
所
・時
間

に
つ
い
て
は
事
前
に
参
加
者
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
バ
ス
が
両
津
港
に
到
着
後
、
添
乗
員
の

誘
導
で
五
時
三
〇
分
発
の
カ
ー
フ
ェ
リ
ー
に
乗
船
し
ま
す
。新
潟
港
到
着
後
、バ
ス
で
新
潟

空
港
に
向
か
い
飛
行
機
で
大
阪
の
伊
丹
空
港
へ向
い
ま
す
。 

當
麻
寺
（た
い
ま
で
ら
）  

団
体
参
拝
は
全
行
程
バ
ス
で
の
移
動
と
な
り
ま
す
が
、最
初
に
伊
丹

空
港
か
ら
奈
良
県
葛
城
市
の
新
西
国
三
十
三
カ
所
十
一
番
札
所
當
麻
寺
へ参
り
ま
す
。

當
麻
寺
で
は
、
有
名
な
国
宝
當
麻
曼
荼
羅
等
を
参
拝
い
た
だ
き
ま
す
。 

総
本
山
長
谷
寺 

 

長
谷
寺
へ着
き
ま
し
た
ら
、
登
廊
を
上
が
っ
て
本
堂
へ参
り
ま
す
が
、
申

し
出
て
い
た
だ
け
れ
ば
本
山
の
車
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
堂
で
は
檀
参
特
別
法

要
に
出
席
し
、
事
前
に
申
し
込
ん
だ
回
向
札
や
祈
祷
札
に
ご
供
養
い
た
だ
き
ま
す
。
法

要
後
、
御
本
尊
十
一
面
大
観
音
様
の
お
そ
ば
へ
参
拝
し
、
お
御
足
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
後
山
内
諸
堂
を
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
す
。 

  
 

 
 

六
月
二
十
七
日
（月
） 

吉
野
・金
峯
山
寺
（
き
ん
ぷ
せ
ん
じ
）  

宿
舎
（み
は
る
温
泉
美
榛
苑
）か
ら
、
吉
野
の
金
峯
山

寺
へ移
動
し
ま
し
て
、
国
宝
蔵
王
堂
の
蔵
王
権
現
等
を
参
拝
し
ま
す
。 

高
野
山 

 

吉
野
か
ら
高
野
山
に
ま
い
り
ま
す
が
、
案
内
人
の
詳
し
い
説
明
を
受
け
な
が
ら

奥
の
院
・
壇
上
伽
藍
・
金
剛
峯
寺
な
ど
高
野
山
を
隈
な
く
参
拝
し
ま
す
。
昼
食
場
所

（中
本
名
玉
堂
）で
、
高
野
山
の
お
土
産
を
も
と
め
る
時
間
を
取
り
ま
す
。 

  
 

 
 

六
月
二
十
八
日
（火
） 

葛
井
寺
（ふ
じ
い
で
ら
）  

早
朝
、
高
野
山
の
宿
坊
（高
野
山
温
泉
福
智
院
）で
お
勤
め
に
出

席
し
、
前
日
申
し
込
ん
だ
供
養
札
や
祈
祷
札
を
受
け
て
、
大
阪
藤
井
寺
市
の
西
国
三
十

三
所
第
五
番
札
所
葛
井
寺
へ
向
か
い
ま
す
。
葛
井
寺
で
は
、
国
宝
十
一
面
千
手
千
眼
観

世
音
菩
薩
等
を
参
拝
し
ま
す
。 

帰 

宅 
 

葛
井
寺
か
ら
伊
丹
空
港
へ
移
動
し
、
飛
行
機
で
新
潟
空
港
へ
ま
い
り
ま
す
。
バ
ス

で
新
潟
港
へ
行
き
、
午
後
五
時
四
十
分
発
の
ジ
ェ
ッ
ト
フ
ォ
イ
ル
で
両
津
港
へ
向
か
い
ま

す
。
両
津
港
か
ら
は
出
発
地
ま
で
バ
ス
で
お
送
り
し
ま
す
。
今
回
の
企
画
で
は
、
参
加
く

だ
さ
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
方
に
明
る
い
う
ち
に
ご
帰
宅
い
た
だ
き
ま
す
。  

総本山長谷寺本尊大観音尊像 

高野山壇上伽藍根本大塔 

當麻寺の遠景 

吉野・金峯山寺蔵王堂 

葛井寺御本尊 



 

 

 
 

 
 

 

本
年
六
月
二
十
七
日
、
新
穂
ト
キ
の
む
ら
元
気
館
を
会
場
に
平
成
二
十
七
年
度
檀
信
徒

総
代
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
檀
信
徒
総
代
四
十
一
名
、
教
師
（僧
侶
）
十
三

名
、
仏
教
婦
人
会
一
名
、
智
山
派
佐
渡
教
区
五
名
の
総
勢
六
十
名
で
し
た
。 

 

は
じ
め
に
、総
本
山
長
谷
寺
東
京
出
張
所
主
事
の
小
林
観
秀
僧
正
に
よ
っ
て
、「総
本
山
長

谷
寺
への
ご
案
内
と
本
山
団
参
の
意
義
に
つ
い
て
」と
題
す
る
講
演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。小

林
講
師
は
、
長
谷
寺
紹
介
Ｄ
Ｖ
Ｄ
映
像
の
詳
細
な
解
説
と
、
本
山
団
参
の
大
功
徳
に
つ
い
て

熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 
最
後
に
、
「来
年
の
佐
渡
宗
務
支
所
本
山
団
体
参

拝
で
は
、本
山
を
上
げ
て
歓
迎
い
た
し
ま
す
。」と
の
お

言
葉
で
講
演
会
を
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。 

 

続
い
て
、
佐
渡
宗
務
支
所
概
況
報
告
等
の
檀
信
徒

総
代
会
議
事
に
移
り
ま
し
た
が
、
総
代
の
皆
様
は
最

後
ま
で
熱
心
に
お
聞
き
く
だ
さ
い
ま
し
た
。  

平
成
二
十
七
年
度 

檀
信
徒
総
代
会
開
催  

 
 

 

◎
お
経
を
唱
え
て
み
て
… 

・
お
経
は
難
し
い
文
章
で
頭
が
こ
ん
が
ら
が
っ
た
。
・
最
初
は
読
め
な
っ
か
た
け
ど
三
回
目

く
ら
い
に
は
皆
に
つ
い
て
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

◎
座
禅
の
感
想 

・
た
た
か
れ
る
の
か
と
、
ド
キ
ド
キ
し
た
。
・
ひ
ざ
が
つ

ら
か
っ
た
け
ど
最
後
ま
で
で
き
た
。
・
手
や
足
の
組
み

方
が
わ
か
っ
た
。 

◎
長
谷
寺
の
感
想 

・
こ
う
や
ま
き
が
大
き
か
っ
た
。
・
暗
闇
体
験
で
地
球
の

不
思
議
な
こ
と
や
地
獄
・
極
楽
の
話
を
教
え
て
も
ら
い

た
め
に
な
っ
た
。
・
こ
う
も
り
や
ウ
サ
ギ
が
見
る
こ
と

が
で
き
て
う
れ
し
か
っ
た
。 

◎
そ
の
他  

・
団
旗
が
重
か
っ
た
。
・
鐘
を
つ
い
た
時
に
お
願
い
を
し

た
こ
と
が
か
な
っ
て
ほ
し
い
。
・
そ
う
め
ん
流
し
が
楽

し
か
っ
た
。
・
室
内
ゲ
ー
ム
を
も
っ
と
し
た
か
っ
た
で

す
。 

 

 

支
所
下
八
十
四
番
西
泉
寺
住
職 

仏
教
青
年
会
会
長 

 

中
浜 

浄
明 

 

 

本
年
度
よ
り
就
任
し
て
以
来
六
ヶ
月
に
な
り
ま
す
が
、
関
係
各

位
の
多
大
な
る
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
会
が
運
営
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
の
会
の
一
番
大
き
な
活
動
は
、
夏
に
子
供
た
ち
に
お
寺
を
体

験
し
て
も
ら
う
と
い
う
、青
少
年
研
修
会
で
す
。今
年
で
三
十
九
回

を
数
え
ま
す
が
、
畑
野
、
長
谷
寺
に
て
多
く
の
子
供
た
ち
に
参
加
い

た
だ
き
仏
教
に
触
れ
、
良
い
思
い
出
と
な
っ
た
事
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
、
今
年
発
生
し
た
ネ
パ
ー
ル
大
地
震
救
援
金
募
金
活

動
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。世
の
人
々
の
多
く
の
善
意
を
体
感
し
、あ
り
が
た
く
て

涙
が
出
て
来
そ
う
に
な
る
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

今
後
も
皆
様
の
お
力
添
え
を
頂
け
ま
す
よ
う
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

仏
青
会
長
に
就
任
し
て 

 
 

 

支
所
下
十
二
番 

観
正
寺
寺
庭
婦
人 

仏
教
婦
人
会
会
長 

 

三
國 

裕
子 

   

昨
年
の
研
修
会
は
常
盤
座
に
よ
る
文
弥
人
形
鑑
賞
で
し
た
の
で
二
十
七
年
度
は
人
形

繋
が
り
で
、
の
ろ
ま
人
形
の
鑑
賞
も
良
い
の
で
は
と
早
速
準
備
に
か
か
り
何
と
か
開
催
す

る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

 

文
化
庁
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
に
さ
れ
て
い
る
広
栄
座
に
よ
る
の
ろ
ま
人
形

は
、
人
形
も
古
く
衣
装
も
昔
の
趣
き
そ
の
物
で
、
会
話
が
佐
渡
弁
丸
出
し
の
素
朴
な
所

が
と
て
も
面
白
く
、
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
す
事
が
出
来
ま
し
た
。 

 

六
月
下
旬
で
し
た
の
で
人
形
遣
い
の
方
々
も
日
中
は
農
業
、
会
社

勤
め
に
と
忙
し
い
な
か
仕
事
を
終
え
て
か
ら
公
演
を
見
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

 

近
頃
は
後
継
者
問
題
に
も
頭
を
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
し
た

が
、
ま
だ
ま
だ
元
気
に
演
じ
て
お
ら
れ
ま
し
た
し
、
す
ば
ら
し
い
伝

統
芸
能
の
技
を
後
世
に
伝
え
て
欲
し
い
と
切
に
願
う
ば
か
り
で
す
。 

 

「お
は
な
や
、
お
は
な
」「お
っ
そ
っ
そ
っ
」 

 

仏
教
婦
人
会
研
修
会
報
告 

小林観秀講師 

第
三
十
九
回
青
少
年
研
修
会
『研
修
生
の
声
』 

平成２７年７月２５日(土) 

畑野・長谷寺道場 



 

 

  
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
三
十
四
番 

如
意
山

に

ょ

い

さ

ん 

平
泉
寺

へ

い

せ

ん

じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

佐
渡
市
丸
山 

 
 

住
職 

 

中
浜 

浄
純 

 

 

小
佐
渡
の
ほ
ぼ
中
央
付
近
に
男
神
山
、女
神
山
と
い
う
二
つ
の
山

が
あ
り
、女
神
山
の
麓
に
は
紅
葉
の
名
所
と
し
て
名
高
い
紅
葉
山
公

園
が
あ
り
ま
す
。紅
葉
山
公
園
か
ら
車
で
三
分
ほ
ど
南
に
下
っ
た
と

こ
ろ
に
平
泉
寺
は
あ
り
ま
す
。 

 

男
神
山
、
女
神
山
は
そ
の
昔
、
三
助
さ
ん
と
お
菊
さ
ん
と
い
う
人

が
多
田
で
出
会
い
、夫
婦
と
な
り
稲
作
に
は
げ
ん
だ
と
い
う
伝
説
が

あ
り
、
豊
作
の
神
様
と
し
て
二
人
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

平
泉
寺
は
代
々
こ
の
山
の
別
当
を
務
め
、毎
年
七
月
二
十
四
日
に

は
男
神
山
祭
り
が
行
わ
れ
、
男
神
山
頂
の
お
堂
に
て
大
般
若
法
要

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

過
去
に
い
く
ど
も
火
災
に
あ
い
、
記
録
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
泉
寺
は
元
々
天

台
宗
の
寺
院
で
あ
り
、奥
州
平
泉
、あ
る
い
は
筑
波
山
か
ら
来
た
僧
が
、持
仏
の
毘
沙
門
天
を

安
置
し
て
清
水
の
湧
き
出
る
こ
の
地
に
お
寺
を
開
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、武
蔵
坊
弁
慶

ら
と
と
も
に
源
義
経
の
都
落
ち
を
助
け
た
常
陸
坊
海
尊
が
当
山
開
基
の
海
尊
上
人
と
同
一

人
物
な
の
で
は
な
い
か
と
最
近
考
え
て
い
ま
す
。 

白
山
権
現
の
別
当
で
あ
る
福
井
県
勝
山
市
の
天
台
宗
の
古
刹
、
平
泉
寺
と
も
関
係
が
あ

る
と
い
わ
れ
、
郷
土
史
家
に
よ
れ
ば
、
女
神
山
に
祀
ら
れ
た
「お
菊
さ
ん
」は
白
山
信
仰
の
祭

神
「菊
理
媛
（キ
ク
リ
ヒ
メ
）」の
こ
と
で
あ
り
、中
世
の
白
山
信
仰

の
広
が
り
と
と
も
に
天
台
宗
系
の
僧
侶
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
、と
す

る
の
が
妥
当
な
よ
う
で
す
。本
堂
向
か
っ
て
右
奥
に
は
元
禄
五
年

（一
六
九
二
）に
建
て
ら
れ
た
毘
沙
門
堂
が
あ
り
、
年
に
一
回
正

月
三
日
の
朝
に
豊
作
祈
願
、家
内
安
全
を
祈
願
す
る
法
要
を
行

い
、
毘
沙
門
天
は
御
開
帳
さ
れ
ま
す
。 

毘
沙
門
堂
の
手
前
に
は
霊
験
あ
ら
た
か
と
い
わ
れ
る
「
い
ぼ
取

り
池
」が
あ
り
、
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。 

佐
渡
八
十
八
ヶ
所
霊
場
の
第
七
十
七
番
札
所
で
も
あ
り
、
付
近

に
来
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
参
拝
に
お
立
ち
寄

り
く
だ
さ
い
。  

      

 
 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
七
十
四
番 

多
寳
山

た

ほ

う

ざ

ん 

文
殊
院

も

ん

じ

ゅ

い
ん 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
浦
川 

 

住
職 

 

中
浜 

照
文  

 

当
寺
は
海
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
高
台
に
位

置
し
て
い
る
。浦
川
は
古
く
か
ら
の
開
け
た
所
で
あ

り
、
一
六
七
二
年
に
は
寄
港
地
と
し
て
発
展
し
、

帆
船
が
行
き
交
い
賑
わ
っ
て
い
た
。 

 

開
基
は
文
安
三
年(

一
四
四
六)

で
あ
る
が
、
古
く

は
堂
の
浜
に
あ
っ
た
地
頭
の
持
仏
堂
が
本
寺
で
あ
っ

た
。本
尊
は
大
日
如
来
。江
戸
時
代
以
前
に
は
「坊
」

や
「庵
」の
末
寺
を
も
つ
影
響
力
の
大
き
な
寺
院
で
あ
っ

た
。宝
暦
寺
社
境
内
案
内
帳
に
よ
れ
ば
、文
殊
院
門

徒
と
し
て
黒
姫
・薬
師
寺
、
鷲
崎
・観
音
寺
、
北
鵜

島
・常
楽
寺
、梅
津
・蓮
華
坊
の
四
ヶ
寺
が
記
さ
れ
て

お
り
、
当
寺
は
こ
の
地
域
一
体
の
中
心
寺
院
で
あ
っ

た
。 

 

当
寺
で
は
正
月
十
五
日
夕
刻
、世
に
も
珍
し
い
種

蒔
を
行
う
。
寺
よ
り
の
使
者
が
五
十
三
段
の
石
坂
道
を
下
っ
て
、
当
寺
開
基
檀
徒
、
浦
川
・

佐
藤
五
郎
右
衛
門
家
に
参
上
し
「お
支
度
は
出
来
ま
し
た
か
、
お
迎
え
に
参
り
ま
し
た
。
」

と
…
七
回
目
の
使
い
が
終
わ
る
と
主
は
、斉
戒
沐
浴(

さ
い
か
い
も
く
よ
く
、身
を
浄
め
紋
服

に
威
儀
を
正
す)

し
、そ
の
間
使
者
は
石
坂
道
五
十
三
段
の
中
間
で
待
ち
、主
の
持
ち
来
る

米
の
入
っ
た
家
宝
の
重
箱
と
豆
サ
シ
棒
二
本
を
受
け
取
り
堂
宇
に
至
る
。こ
の
こ
と
を
「七

度
半
の
使
」と
言
う
。 

 

ま
た
、御
霊
が
八
月
一
日
と
十
二
月
一
日
、

年
二
回
あ
り
、夏
の
御
霊
に
は
御
施
餓
鬼
法

要
も
行
わ
れ
、た
く
さ
ん
の
お
檀
家
さ
ん
が

当
寺
に
訪
れ
る
。 

 

昭
和
六
十
年(

一
九
八
五)

弘
法
大
師
一

千
百
五
十
年
御
遠
忌
を
記
念
し
て
建
て
ら

れ
た
大
師
堂
が
あ
る
。 

 
 

寺 

院 

探 

訪 

平泉寺本堂 

文殊院 本堂 

大師堂 

男神山・女神山 


