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佐
渡
宗
務
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支
所
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山
本 

憲
慈  

  

平
成
二
十
五
年
四
月
の
支
所
長
就
任
か
ら
、
三
年
七
ヶ
月
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
。
就
任

当
初
か
ら
の
総
本
山
長
谷
寺
団
体
参
拝
計
画
に
よ
り
、
予
定
ど
お
り
六
月
二
十
六
日
か

ら
二
十
八
日
の
日
程
で
、
八
十
八
名
の
方
々
か
ら
ご
参
加
い
た
だ
き
実
施
し
ま
し
た
。 

 

道
中
は
和
気
藹
々
、
長
谷
寺
本
堂
の
御
本
尊
十
一
面
観
世
音
菩
薩
ご
宝
前
に
お
け
る

開
帳
法
要
厳
修
で
は
、
深
々
と
頭
を
垂
れ
手
を
合
わ
す
参
加
者
の
姿
を
目
の
当
た
り
に

し
、
本
山
団
体
参
拝
の
意
義
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

お
陰
さ
ま
で
諸
行
事
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
、
来
年
三
月
に
は
任
期
四
年
の
重
責
か
ら

開
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
間
、
佐
渡
支
所
下
寺
院
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
支
所

運
営
や
行
事
に
多
大
な
ご
支
援
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。 

 

佐
渡
支
所
下
教
師(

僧
侶)

は
今
後
も
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
と
の
関
係
を
密
に
し
、
真
言
宗

豊
山
派
の
布
教
テ
ー
マ
「南
無
大
師
遍
照
金
剛
～
お
大
師
さ
ま
と
と
も
に
～
」を
念
頭
に

活
動
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
お
力
添
え
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
平
成
二
十
六
年
七
月
に
開
設
し
ま
し
た
「テ
レ
ホ
ン
法
話
」(

佐
渡
支
所
下
寺
院

住
職
に
よ
る
一
ヶ
月
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン)

に
お
い
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
に
担
当
し
た
粗
雑

な
内
容
の
も
の
で
す
が
、
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

  
 

 

― 

愛 

別 

離 

苦 

― 
 

テ
レ
ホ
ン
法
話(

平
成
二
十
八
年
四
月) 

 
 

 

私
が
住
職
と
な
っ
て
三
十
八
年
が
経
ち
ま
し
た
。
こ
の
間
、
多
く
の
お
檀
家
さ
ま
の
大
切

な
ご
家
族
さ
ま
、そ
し
て
私
自
身
の
親
族
な
ど
の
葬
儀
に
か
か
わ
っ
て
参
り
ま
し
た
。そ
れ
は

親
と
子
、
夫
と
妻
、
ご
兄
弟
と
の
別
れ
、
生
後
間
も
な
い
お
孫
さ
ん
を
失
っ
た
方
な
ど
千
差

万
別
で
し
た
。 

報

恩

感

謝 

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 

 

永
遠
の
別
れ
に
落
胆
と
失
意
の
中
、
深
い
悲
し
み
の
淵
で
涙
に
暮
れ
、
天
を
仰
ぎ
、
地
に

伏
し
て
嘆
き
悲
し
む
ご
遺
族
や
知
人
・友
人
ら
の
お
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
、
私
自
身
も

言
い
知
れ
ぬ
寂
し
さ
と
お
慰
め
の
言
葉
を
失
く
し
、む
な
し
い
思
い
を
数
知
れ
ず
体
験
を
い

た
し
ま
し
た
。  

 

故
人
へ
の
想
い
が
強
い
ほ
ど
、
ま
た
、
大
切
な
人
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
に
痛
嘆
は
深
い
も
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
、ま
さ
に
直
面
さ
れ
て
い
る
方
も
大
勢
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は｢

人
生
は
苦
な
り｣

と
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
人
生
は
何
ひ

と
つ
思
い
ど
お
り
に
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
の
ひ
と
つ
に｢

愛
別
離
苦｣

と

い
う
愛
す
る
も
の
と
別
れ
る
苦
し
み
も
ま
た
、
人
が
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
永
遠
の
道
理

で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。 

 

人
と
し
て
現
世
に
生
を
享
け
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
な
こ
と
で
あ
り
、
今
こ
こ
に

あ
る
命
が
当
た
り
前
の
も
の
で
は
な
く
、
や
が
て
死
に
至
り
愛
す
る
人
や
大
切
な
人
、

親
し
い
人
と
い
つ
か
は
必
ず
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
誰
ひ
と
り
と
し
て

否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い｢

避
け
が
た
い
道
理｣

で
あ
り
ま
す
。
人
は
様
々
な
ご
縁

で
多
く
の
人
々
と
素
晴
ら
し
い
出
会
い
が
あ
り
、
と
も
に
学
び
助
け
合
い
人
生
は
豊

か
な
も
の
と
な
り
ま
す
。 

 

し
か
し
出
会
い
は
必
ず
い
つ
か
訪
れ
る
別
れ
を
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
別
離
を
必
ず
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
こ
の
世
の
苦
し
み
を
逃
れ

る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の｢

避
け
が
た
い
こ
と
を
避
け
ら
れ

な
い
こ
と｣

と
気
づ
き
、
い
つ
別
れ
が
き
て
も
悔
い
が
残
ら
な
い
よ
う
に
別
離
の
時
ま

で
そ
の
出
会
い
を
大
切
に
育
み
、
積
極
的
な
生
き
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る

と
お
釈
迦
さ
ま
は
お
説
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。 

 

私
た
ち
は
こ
の
教
え
を
正
し
く
理
解
し
、
身
近
で
起
き
た
悲
し
く
苦
し
い
体
験
を

無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
て
出
会
い
に
よ
る
喜
び
や
教
訓
を
く
れ

た
故
人
に
感
謝
の
心
を
忘
れ
ず
、
生
き
て
い
く
意
味
を
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
こ
と

が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
や
す
ら
か
に
有
意
義
な
人
生
を
一
歩
ず
つ
前
に

進
め
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 



 

 

平
成
二
十
八
年
度
本
山
団
体
参
拝
無
魔
成
満
い
た
し
ま
し
た     

 

  

平
成
二
十
八
年
度
本
山
団
体
参
拝
実
施
に
つ
い
て 

 

佐
渡
宗
務
支
所
で
は
、
六
月
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
に
わ
た
る
平
成
二
十
八
年
度
本

山
団
体
参
拝
を
企
画
し
、
参
加
者
を
募
集
い
た
し
た
と
こ
ろ
予
想
を
上
回
る
ご
応
募
を
い

た
だ
き
、
檀
信
徒
七
十
四
名
、
住
職
十
四
名
の
ご
参
加
を
得
て
実
施
し
ま
し
た
。 

 

◎
六
月
二
十
八
日
の
参
拝 

一
．
早
朝
の
出
発 

参
加
者
は
、
佐
渡
汽
船
への
迎
え
の
バ
ス
に
早
起
き
し
て
乗
車
い
た
だ
き
、

集
合
時
間
の
五
時
に
は
佐
渡
汽
船
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
勢
ぞ
ろ
い
し
、
出
発
し
ま
し
た
。 

二
．當
麻
寺
（た
い
ま
で
ら
）参
拝 

大
阪
空
港
か
ら
二
台
の
バ
ス
に
乗
り
換
え
、最
初
の
参
拝

寺
院
奈
良
の
「當
麻
寺
」へ向
か
い
ま
し
た
。 
當
麻
寺
で
は
山
内
で
昼
食
を
と
り
、
そ
の
後
僧

侶
の
説
明
を
受
け
て
、
本
堂
で
国
宝
の
當
麻
曼
荼
羅
（た
い
ま
ま
ん
だ
ら
）や
厨
子
を
拝
観

し
、
金
堂
で
同
じ
く
国
宝
の
弥
勒
仏
座
像
等
の
仏
様
を
参
拝
し
ま
し
た
。 

三
．
総
本
山
長
谷
寺
参
拝 

（一
）登
廊
（の
ぼ
り
ろ
う
）登
坂 

長
谷
寺
駐
車
場
で
本
山
職
員
の
皆
様
に
お
迎
え
い
た
だ

き
、
説
明
を
受
け
な
が
ら
三
九
九
段
の
登
廊
の
石
段
を
本
堂
へと
上
が
り
ま
し
た
。 

（二
）本
堂
御
開
帳
法
要 

本
堂
で
、
身
の
丈
一
〇
メ
ー
ト
ル
余
の
御
本
尊
十
一
面
大
観
音

様
に
お
参
り
し
、御
本
尊
の
ご
宝
前
で
御
開
帳
法
要
に
参
列
・焼
香
い
た
し
ま
し
た
が
、支
所

住
職
は
本
山
僧
侶
方
と
読
経
を
勤
め
ま
し
た
。丁
重
な
法
要
の
中
で
、参
加
者
が
申
し
込
ん

だ
回
向
札
や
祈
祷
札
が
御
本
尊
に
読
み
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
法
要
後
、
御
本
尊
の
御
足
元

ま
で
案
内
い
た
だ
き
、
御
み
足
に
触
れ
て
ご
利
益
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。  

 
 

 

 

（
三
）団
参
登
嶺
表
彰
・ご
法
話
（本
坊
）本
堂
か
ら
本
坊
ま
で
説
明
を
受
け
な
が
ら
山
内

を
案
内
い
た
だ
き
、
本
坊
前
で
記
念
撮
影
を
行
っ
て
本
坊
大
講
堂
で
お
茶
の
ご
接
待
を
頂

戴
し
ま
し
た
。
そ
の
後
本
山
総
務
執
事
様
が
入
堂
さ
れ
、
団
参
多
数
回
登
嶺
者
表
彰
を

参
加
檀
信
徒
六
名
に
対
し
て
授
与
い
た
だ
き
、
ご
懇
切
な
ご
法
話
を
賜
り
ま
し
た
。 

 

◎
六
月
二
十
九
日
の
参
拝 

一
．
金
峰
山
寺
（き
ん
ぷ
せ
ん
じ
）・蔵
王
堂
参
拝 

桜
の
名
所
で
名
高
い
吉
野
山
の
国
宝
金

峯
山
寺
本
堂
蔵
王
堂
は
、
東
大
寺
の
大
仏
殿
に
次
ぐ
国
内
二
番
目
の
高
さ
を
誇
る
堂
宇

で
あ
り
、
国
宝
の
秘
仏
・本
尊
金
剛
蔵
王
権
現
御
三
体
の
前
で
、
ホ
ラ
貝
の
演
奏
と
と
も

に
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、
国
の
重
要
文
化
財
等
堂
内
の
仏
様
を
参
拝
し
ま
し

た
。 

二
．
高
野
山
参
拝 

高
野
山
で
は
、
昼
食
後
に
奥
之
院
参
道
に
入
り
戦
国
大
名
等
膨
大
な

墓
石
が
立
ち
並
ぶ
石
畳
を
歩
き
、
奥
之
院
へ
通
じ
る
御
廟
橋
前
で
記
念
撮
影
を
行
っ
た

後
、
奥
之
院
前
に
進
ん
で
全
員
で
読
経
参
拝
し
、
お
大
師
様
へ
の
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
同

行
二
人
を
祈
念
し
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
総
本
山
金
剛
峯
寺
へ
向
か
い
、
荘
厳
な
主
殿
や
庭
園
を
拝
観
し
、
最
後
に
、
壮

大
な
根
本
大
塔
や
金
堂
等
数
多
く
の
堂
塔
が
立
ち
並
ぶ
壇
上
伽
藍
を
参
拝
し
ま
し
た
。 

 
◎
六
月
三
十
日
の
帰
路 

 

午
前
八
時
、
宿
坊
の
福
智
院
ご
住
職
の
見
送
り
を
受
け
て
高
野
山
を
後
に
し
、
一
路
佐

渡
への
帰
途
に
着
き
、
午
後
四
時
無
事
、
両
津
港
に
戻
り
ま
し
た
。 

 

※
檀
信
徒
総
代
会
で
本
山
団
体
参
拝
Ｖ
Ｔ
Ｒ
上
映 

 

七
月
十
六
日
に
開
催
さ
れ
た
平
成
二
十
八
年
度
檀
信
徒
総
代
会
に
お
い
て
、
ご
出
席
の

檀
家
総
代
・住
職
の
皆
様
に
、
こ
の
度
の
団
体
参
拝
Ｖ
Ｔ
Ｒ
を
鑑
賞
い
た
だ
き
、
次
回
の
本

山
団
参
へ
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
、
参
加
者
の
皆
様
で
Ｖ
Ｔ
Ｒ
が
ご
入
り

用
な
場
合
、
参
加
住
職
ま
で
お
申
し
出
い
た
だ
く
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
し
た 

。 

総本山長谷寺登廊登坂 

長谷寺本堂御開帳法要 

長谷寺本坊団参登嶺表彰 

當麻寺本堂に向かう 

金峰山寺・蔵王堂に向かう 

高野山奥之院に向かう 



 

 

    

支
所
下
十
八
番 

安
養
寺
寺
庭
婦
人 

青
少
年
教
化
準
指
導
員 

 

源
田 
奈
穂
子  

  

準
指
導
員
と
し
て
、
二
年
目
の
参
加
と
な
り
ま
す
。
私
自
身
が
お
寺
で
の
経
験
が
浅
い

た
め
、
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
目
線
で
共
に
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

楽
し
い
時
間
と
心
を
合
わ
せ
る
時
間
を
通
し
、
初
め
は
恥
ず
か
し
く
小
さ
か
っ
た
声
も

次
第
に
大
き
く
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
合
わ
せ
る
手
も
自
然
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が

印
象
的
で
し
た
。 

親
か
ら
の
自
立
、
他
学
年
・他
学
校
と
の
交
流
、
下
の
子
を
気
に
か
け
る
心
、
こ
の
二
日

で
た
く
さ
ん
の
心
が
育
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
お
盆
近
く
に
開
催
さ
れ
た

こ
と
で
、
ご
先
祖
様
、
家
の
仏
壇
に
対
す
る
意
識
も
芽
生
え
た
と
思
い
ま
す
。 

「ま
た
来
年
会
お
う
ね
！
」
こ
の
研
修
会
を
通
じ
て
繋
が
り
が
増
え
、
人
と
の
輪
が
広

が
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。 

第
四
十
回
青
少
年
研
修
会
を
終
え
て
・・・   

☆
楽
し
か
っ
た
〝
ま
が
玉
〟
作
り 

河
崎
小
学
校 

二
年 

小
林 

清
華

き

よ

か 
  

ま
ず
、
石
に
ま
が
玉
の
形
を
ネ
ー
ム
ペ
ン
で
書 

き
ま
し
た
。
う
ま
く
書
け
な
か
っ
た
の
で
お
手
本 

の
紙
を
も
ら
い
ま
し
た
。
中
に
丸
を
書
き
そ
こ
に 

穴
を
あ
け
ま
し
た
。
穴
を
あ
け
る
と
き
、
後
ま
で 

穴
が
あ
き
ま
し
た
。
上
か
ら
下
へ
こ
ろ
こ
ろ
す
る 

と
、
こ
な
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
紙
や
す
り 

で
い
ら
な
い
所
を
け
ず
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
す 

こ
し
つ
る
つ
る
し
た
紙
で
石
を
つ
る
つ
る
に
し
ま 

し
た
。
さ
ら
に
つ
る
つ
る
に
し
ま
し
た
。
さ
い
ご 

に
緑
と
青
と
オ
レ
ン
ジ
の
色
を
ぬ
り
ま
し
た
。
緑 

が
一
番
き
れ
い
で
し
た
。
一
ば
ん
む
ず
か
し
か
っ 

た
所
は
穴
を
あ
け
る
の
と
、
石
の
い
ら
な
い
所
を 

け
ず
る
所
で
し
た
。 

 

 

 

第
四
十
回
記
念
、
特
別
研
修
会
…
で
は
な
か
っ
た
で
す
が
、
七
月
三
十
・三
十
一
日
、

両
津
下
久
知
・正
覚
寺
道
場
に
お
い
て
青
少
年
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。(

参
加

者
二
十
一
名)

研
修
生
二
人
の
作
文
を
紹
介
し
ま
す
。 

 ｢

研
修
会
に
参
加
し
て｣

研
修
生
作
文
紹
介 

 
 

 
支
所
下
六
十
番 

聖
徳
寺
寺
庭
婦
人 

仏
婦
佐
渡
支
部
長 

 

山
岸 

眞
知
子 

   

平
成
二
十
八
年
度
よ
り
仏
教
婦
人
会
佐
渡
支
部
長
を
拝
命
し
ま
し
た
。
持
ち
回
り
の

支
部
長
就
任
で
久
々
に
会
に
参
加
し
ま
す
と
若
い
会
員
方
が
参
加
さ
れ
る
一
方
、
会
員

の
高
齢
化
、
後
継
者
の
問
題
等
で
会
員
数
は
減
少
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
今
後
の
会
の
運

営
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。 

 

二
十
八
年
度
の
総
会
は
六
月
五
日
に
両
津
、
ゆ
た
か
や
旅

館
で
開
催
、
洋
裁
師
の
先
生
を
招
き
手
芸
を
習
い
ま
し
た
。
常

に
は
忙
し
い
寺
庭
婦
人
方
が
、
こ
の
よ
う
な
ゆ
っ
た
り
し
た
時

間
を
一
緒
に
過
ご
す
の
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

会
員
方
は
寺
庭
婦
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
様
々
な
資
格
、

経
験
を
お
持
ち
で
多
彩
に
ご
活
躍
で
す
。
雑
談
の
中
に
も
沢

山
の
学
び
や
気
付
き
が
あ
り
ま
し
た
。
住
職
の
脇
備
え
と
し
て

檀
信
徒
の
皆
様
に
接
す
る
折
に
は
、
こ
の
よ
う
な
何
気
な
い
学

び
が
生
き
て
く
る
の
で
は
と
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
。 

 
仏
教
婦
人
会
支
部
長
就
任
に
あ
た
り 

平成28年7月30日(土)31日(日) 

両津下久知・正覚寺道場 

シニアグラスで針仕事 

◎
初
め
て
参
加
し
て 

七
浦
小
学
校 

三
年 

出
﨑 

秋
生

あ

き

お 

  

は
じ
め
て
お
寺
に
と
ま
る
の
で
、
き
ん
ち
ょ
う
し
ま
し
た
。
で
も
、
来
て
み
る
と
先
生
た
ち
が

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
よ
か
っ
た
で
す
。
お
経
を
唱
え
ま
し
た
。
と
て
も
長

か
っ
た
で
す
。
紙
芝
居｢

ご
ん
ぎ
つ
ね｣

を
先
生
が
読
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
き
つ
ね
を
男
が
こ
ろ

し
た
の
で
、
き
つ
ね
が
か
わ
い
そ
う
で
し
た
。
昼
食
の
流
し
そ
う
め
ん
は
、
途
中
で
そ
う
め
ん
が

止
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
面
白
か
っ
た
で
す
。
ま
が
玉
作
り
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
ま
た
、
来
年
も
参

加
し
た
い
で
す
。 



 

 

  
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
十
四
番 

相
栄
山

そ

う

え

い
ざ

ん 

大
乗
寺

だ

い

じ

ょ

う

じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
相
川
下
山
之
神
町  

住
職 

池
田 

英
雅  

  

慶
長
十
七(

一
六
一
二)

年
開
基
。
本
尊
は
聖
観
世
音
菩
薩
、
観
音
堂(

本
堂)

に
安
置
さ

れ
、
堂
の
正
面
両
脇
に
仁
王
像
、
本
尊
の
周
り
を
囲
む
よ
う
に
西
国
三
十
三
観
音
像
が
鎮

座
。
慶
安
年
間(

一
六
四
八
～
五
一)

に
作
成
さ
れ
た
絵
馬
は
珍
し
く
、
現
在
相
川
民
俗
博

物
館
に
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
所
で
は
客
殿(

通
称
、
本
堂)

に
十
三

仏
、五
大
明
王
の
立
体
曼
荼
羅
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。佐
渡
の
真
言
宗
他
寺
院
に
は
見
受
け

ら
れ
な
い
と
思
う
の
だ
が
…
。 

 

十
数
年
前
に
境
内
に
あ
っ
た
数
十
本
の
松
の
木
を
伐
採
、処
分(

松
喰
虫
被
害
の
為)

。そ
の

栄
養
を
す
べ
て
吸
い
取
っ
た
の
か
、
客
殿
正
面
の
梅
の
木
が
知
ら
ぬ
間
に
巨
大
化
。
今
で
は
住

職
自
慢
の
梅
の
木
で
は
あ
る
の
だ
が
、梅
の
実
は
ほ
っ
た
ら
か
し
、落
ち
葉
の
処
分
に
困
窮
。ど

う
せ
で
か
く
な
る
な
ら
お
賽
銭
が
全
部
、
五
百
円
玉
に
な
れ
ば
と
思
う
今
日
こ
の
頃
… 

 

住
職
は
自
他
と
も
に
認
め
る
独
身
貴
族
、
ナ
イ
ス
ミ
ド
ル
に
し
て
ハ
イ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
？
朱
印

ガ
ー
ル
と
の
出
会
い
に
そ
な
え
、
書
の
練
習
を
始
め
る
も
誰
と
も
出
会
え
ぬ
た
め
、
も
う
あ

き
ら
め
た
模
様
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
三
日
坊
主
！
梅
の
木
同
様
、
シ
ン
グ
ル
ラ
イ
フ
は
ま
だ
ま

だ
続
き
そ
う
… 

 

多
少
ま
じ
め
な
こ
と
を
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
毎
年
三
月
に
開
催
さ
れ
る
「相
川
ひ
な
ま

つ
り
、
涅
槃
図
展
」
に
六
年
連
続
で
参
加
。
参
加
初
年
度
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
こ

と
も
あ
り
涅
槃
図
を
掲
げ
る
こ
と
で
被
災
者
の
慰
霊
を
切
に
願
う
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら

も
回
向
、
供
養
し
続
け
て
い
こ
う
と
思
う
所
存
。
多
く
の
方
が
涅
槃
図
展
に
ご
来
寺
い
た
だ

け
た
ら
う
れ
し
い
限
り
。
で
き
れ
ば
若
く
て
、
か
わ
い
い
女
性
だ
け
…(

以
下
自
粛) 

 
 

      

 
 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
九
番 

陽
雲
山

よ

う

う

ん

ざ

ん 

長
安
寺 

ち

ょ
う

あ

ん

じ

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
久
知
河
内  

 
 

住
職 

宮
川 

聴
鈴  

 

長
安
寺
は
、
寺
伝
に
よ
る
と
天
長
八
（八
三
一
）

年
、
久
知
河
内
の
山
中
に
天
長
寺
と
し
て
創
建
さ

れ
た
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
う
。
長
安
寺
周

囲
の
久
知
河
内
に
、
十
二
坊
と
云
わ
れ
る
塔
頭
寺

院
が
あ
り
、
学
問
僧
の
宿
舎
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
開
基
よ
り
三
三
七
年
後
の
仁
安
三
（一
一
六

八
）年
に
真
言
宗
と
し
て
新
興
し
長
安
寺
と
改
称
し

た
が
、
中
世
の
地
頭
時
代
に
は
久
知
殿
や
潟
上
殿
の

祈
願
寺
と
し
て
庇
護
を
受
け
て
い
た
。 

 

文
禄
二
（一
五
九
三
）年
頃
、
長
安
寺
は
上
杉
景

勝
に
よ
っ
て
追
放
破
却
の
運
命
と
な
っ
た
が
、
慶
長

二
（一
五
九
七
）年
誓
約
書
を
入
れ
て
新
穂
大
野
の

清
水
寺
末
寺
と
な
り
、
存
続
し
た
と
云
わ
れ
る
。 

長
安
寺
に
は
数
多
く
の
文
化
財
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
十
九
（一
九
〇
六
）年

国
宝
指
定
さ
れ
、
戦
後
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
座
像
と
朝
鮮

鐘
（銅
鐘
）、
佐
渡
市
文
化
財
の
薬
師
如
来
座
像
と
朝
鮮
仏
画(

阿
弥
陀
如
来
四
大
菩
薩

像
図)

が
収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

他
に
も
佐
渡
市
有
形
文
化
財
の
仁
王
門
と

仁
王
像
（阿
形
像
・吽
形
像
）が
あ
り
、
本
堂
に

順
徳
上
皇
御
宸
筆
の
祈
祷
額
レ
プ
リ
カ
（正
額

は
上
杉
景
勝
の
菩
提
寺
塩
沢
・雲
洞
庵
に
移
設

さ
れ
て
い
る
）が
掲
額
さ
れ
て
い
る
。
仁
王
像

は
、
宝
徳
四
（一
四
五
二
）年
越
後
へ
修
理
に
出

さ
れ
た
記
録
が
あ
る
が
、
平
成
二
十
五
年
に
再

度
県
内
田
上
町
の
修
復
工
房
に
移
送
し
て
修
復

さ
れ
、
平
成
二
十
八
年
五
月
造
立
時
の
姿
に
よ

み
が
え
り
、
茅
葺
き
屋
根
の
葺
き
替
え
等
改
修

な
っ
た
仁
王
門
に
再
安
置
さ
れ
て
い
る
。 

寺 

院 

探 

訪 

山門から見た風景 

長安寺本堂  

長安寺仁王門  

奥が観音堂(本堂)  

手前が通称、本堂(客殿)  

紛らわしい！ 

無駄にデカイ梅の木 


