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今
回
は
ま
じ
め
に
支
所
か
ら
の
お
知
ら
せ
を
‐
下
段
、
加

藤
布
教
長
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
来
年
六
月
に
令
和
、
初

め
て
の
「団
体
参
拝
」を
計
画
し
て
い
ま
す
。〝
百
聞
は
一
見
に

如
か
ず
〟
長
谷
寺
御
本
尊
十
一
面
観
世
音
菩
薩
、
高
野
山

奥
の
院
他
、
皆
様
も
魅
力
あ
ふ
れ
る
寺
院
・仏
閣
を
訪
ね
て

み
ま
せ
ん
か
。「百
聞
は･･･
」最
近
、こ
の
格
言
に
引
っ
か
か
る

こ
と
が
あ
る
。 

 

隣
り
の
地
区
に
〝
令
和
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
〟
が
い
る
と
聞
け

ば
、
見
て
み
た
い
と
思
う
の
が
男
心
だ
ろ
う
。
実
際
に
見
て

「噂
ど
お
り
の
美
女
で
優
し
さ
を
感
じ
る
ぞ
！
」「い
や
、美
し
い
の
は
外
見
だ
け
で
眼
に
冷
た

さ
を
感
じ
る
？
」等
、
外
見
以
外
の
所
見
も
出
て
く
る
。
百
人
い
れ
ば
様
々
な
観
想
が
出
て

く
る
に
違
い
な
い
し
、
実
際
に
本
当
の
こ
と
を
知
る
に
は
自
分
の
眼
で
確
か
め
る
し
か
な
い
。

実
際
に
体
感
す
る
こ
と
、
さ
せ
る
こ
と
‐こ
れ
こ
そ
布
教
に
と
っ
て
究
極
の
手
段
で
は
な
い
か

と
自
分
は
考
え
て
い
る
。こ
の
紙
面
で
は
詳
し
く
説
明
で
き
な
い
自
分
に
、も
ど
か
し
さ
も
感

じ
る
が
… 

 

佐
渡
は
海
も
あ
り
、山
も
あ
り
、広
大
な
農
地
も
あ
る
。自
然
に
恵
ま
れ
、昔
な
が
ら
の
風

習
・慣
習
も
依
然
、
残
っ
て
い
る
。
長
谷
寺
、
高
野
山
は
決
し
て
利
便
性
の
高
い
立
地
条
件
で

な
い
自
然
豊
か
な
場
所
に
あ
る
が
、
そ
の
土
地
を
訪
れ
佐
渡
の
寺
院
で
は
絶
対
に
味
わ
え

な
い
慈
愛
あ
ふ
れ
る
空
間
の
中
に
、
皆
様
を
抱
か
せ

て
あ
げ
た
い
で
す
。皆
様
の
心
の
ネ
ガ
に
焼
き
つ
く
よ

う
な
光
景
・体
験
が
待
っ
て
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
約
一
名
、
ハ
イ
・ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
系
坊
主
も
お

供
し
ま
す
。
女
性
の
方
、
そ
ち
ら
も
楽
し
み
に
し
て
い

て
く
だ
さ
い
。 
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清
水
寺
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真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所 

題字 池田英雅 
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布
教
長 

 

加
藤 

龍
久    

聖
地
巡
礼
の
旅
に
是
非
ご
一
緒
し
ま
し
ょ
う
。
初
め
て
お
参
り
す
る
方
、
数
回
お
参

り
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

何
百
回
、
何
千
回
お
参
り
し
て
も
総
本
山
長
谷
寺
の
観
音
さ
ま
と
高
野
山
奥
の
院
は

人
々
を
引
き
つ
け
て
や
み
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
の
菩
提
寺
（
お
寺
）
は
真
言
宗
豊
山
派
に
所
属
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
真

言
宗
豊
山
派
の
総
本
山
は
奈
良
県
桜
井
市
に
あ
る
長
谷
寺
な
の
で
す
。 

 
 

長
谷
寺
の
ご
本
尊
さ
ま
は
十
一
面
観
世
音
菩
薩
さ
ま
で
す
。(

そ
の
お
姿
は
十
ｍ
を

超
え
る
大
き
さ
。十
一
の
お
顔
は
全
て
の
人
々
を
漏
ら
す
こ
と
な
く
見
守
っ
て
く
れ
て

い
ま
す
。)

そ
の
お
姿
に
接
す
る
と
、
全
て
を
包
み
込
ん
で
く
れ
る
大
き
な
安
心
感
を

覚
え
ま
す
。 

三
百
九
十
九
段
の
石
段
を
登
っ
た
所
に
建
つ
本
堂
の
板
敷
き
の
舞
台
に
座
っ
て
、僧

侶
が
唱
え
る
読
経
を
是
非
体
験
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

高
野
山
は
真
言
密
教
の
根
本
道
場
、
仏
教
の
聖
地
と
し
て
千
二
百
年
の
歴
史
を
刻
ん

で
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、奥
の
院
は
真
言
宗
の
開
祖
弘
法
大
師
空
海
上
人
の
ご
入
定
の
地
で
あ
り
ま
す
。

お
大
師
さ
ま
は
今
も
な
お
、高
野
山
の
奥
の
院
に
お
ら
れ
、私
た
ち
を
守
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。
「
同
行
二
人
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
も
お
大
師
さ
ま
と
一
緒
に
こ

の
人
生
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
身
近
で
心
強
い
教
え
で
す
。 

総
本
山
長
谷
寺
の
観
音
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
、高
野
山
奥
の
院
に
今
も
お
わ
す
お
大

師
さ
ま
に
手
を
合
わ
す
巡
礼
の
旅
は
、参
加
し
た
方
の
残
り
の
人
生
を
い
っ
そ
う
豊
か

に
し
、
信
仰
心
に
支
え
ら
れ
た
実
り
多
い
人
生
に
し
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

令
和
初
『
総
本
山
長
谷
寺
と
高
野
山
参
拝
の
旅
』
ご
案
内  

総本山長谷寺国宝本堂 

◎
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日(

日)

～
二
十
三
日(

火) 

旅
行
代
９
５
，
０
０
０
円 

第
一
次
募
集
締
切
：
令
和
二
年
一
月
末
日 

申
込
金
：
一
万
円(

残
金
は
後
日
集
金) 

募
集
人
数
：
九
〇
名 

 
※
参
加
希
望
の
方
は
各
菩
提
寺
に
お
申
込
み
下
さ
い
。 

高野山壇上伽藍根本大塔 
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今
年
度
の
仏
教
婦
人
会
の
活
動
内
容
と
し
ま
し
て
総

会
が
開
催
さ
れ
、
講
習
会
や
会
員
親
睦
を
か
ね
て
御
詠

歌
練
習
、
整
体
体
操
、
裂
き
織
り
体
験
等
を
行
い
ま
し

た
。
整
体
体
操
で
は
、
も
う
少
し
長
く
や
り
た
い
と
い

う
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。 

 
裂
き
織
り
体
験
は
、
お
子
様
や
お
孫
様
も
一
緒
に
参

加
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、十
五
名
、

参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
穂
歴
史
民
俗
資
料
館

の
指
導
者
の
方
々
も
、
裂
き
織
り
機
械
、
一
基
ご
と
に

一
名
つ
い
て
い
た
だ
き
、
分
か
り
や
す
く
丁
寧
に
指
導

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

織
り
機
の
ペ
ダ
ル
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
動
か
し
、
張
っ

て
あ
る
糸
に
好
み
の
裂
い
て
あ
る
布
を
通
し
て
、
二
時

間
あ
ま
り
無
言
で
集
中
し
良
い
作
品
が
出
来
上
が
り
、

参
加
さ
れ
た
皆
様
も
満
足
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
体
験
を

通
し
て
各
寺
院
で
お
檀
家
様
と
の
つ
ど
い
に
活
か
さ
れ

れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
の
予
定
と
し

ま
し
て
東
光
院
様(
新

穂
長
畝)

の
本
堂
に
て

「
ヨ
ガ
ピ
ラ
体
操
」体

験
を
予
定
し
て
い
ま

す
。年
々
会
員
数
の
減

少
等
、様
々
な
問
題
も

あ
り
ま
す
が
、会
員
皆

様
の
力
を
合
わ
せ
て

継
続
発
展
に
励
み
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 

真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
仏
教
婦
人
会
活
動
報
告
～
裂
き
織
り
体
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令
和
元
年
五
月
三
十
日
・三
十
一
日
の
二
日
間
、
東
京
都
文
京
区
に
あ
り
ま
す
真
言
宗

豊
山
派
宗
務
所
に
お
い
て
第
七
十
一
次
全
国
檀
信
徒
総
代
研
修
会
・協
議
会
に
参
加
し

て
き
ま
し
た
。 

 

一
日
目
の
研
修
会
で
は
真
言
宗
豊
山
派
、
星
野
英
紀
総
長
に
よ
る
「長
谷
寺
観
音
さ
ま

現
代
に
再
び
来
臨
」と
題
し
て
の
ご
講
話
を
受
け
ま
し
た
。 

 

冒
頭
今
年
三
月
に
Ｊ
Ｒ
東
海
の
Ｃ
Ｍ
に
総
本
山
長
谷
寺
が
取
り
上
げ
ら
れ
放
映
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
四
月
以
降
の
参
拝
客
が
例
年
よ
り
十
％
余
り
増
加
し
て
お
り
、
関
東
地
区

で
も
長
谷
寺
の
魅
力
が
関
心
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

昨
年
に
続
き
二
度
目
の
参
加
と
な
り
ま
し
た
が
、
改
め
て
宗
派
、
並
び
に
本
山
の
布
教

活
動
に
努
め
ら
れ
て
い
る
真
摯
な
姿
勢
や
各
地
域
の
活
動
に
対
し
て
の
現
状
と
課
題
を
知

る
こ
と
が
で
き
大
変
、
有
意
義
な
研
修
で
あ
り
ま
し
た
。 

全
国
檀
信
徒
総
代
協
議
会
に
参
加
し
て  
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中
浜 

浄
太  

 

今
年
四
月
か
ら
真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
仏
教
青
年
会
の
会
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
が
現
在
、仏
教
青
年
会
の
会
員
は
支
所
下
の
五
十
五
歳
以
下
の
若
手
僧
侶
を

中
心
に
、
二
十
一
名
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

近
年
の
お
寺
を
取
り
巻
く
環
境
の
厳
し
さ
か
ら
、住
職
専
業
で
生
活
で
き
る
者
は
ほ

と
ん
ど
な
く
、
私
を
含
め
何
ら
か
の
別
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、
そ
の
合
間
を
ぬ
っ
て
活

動
に
参
加
し
て
い
る
会
員
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。 

 

そ
の
よ
う
な
中
で
も
仏
教
青
年
会
の
活
動
を
通
じ
て
会

員
間
の
交
流
を
深
め
、互
い
に
研
鑽
を
積
む
機
会
と
し
て
、

青
少
年
研
修
会
等
、
積
極
的
な
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。 

 

今
後
と
も
仏
教
青
年
会
の
活
動
に
皆
様
方
の
御
理
解

と
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

仏

青

会

長

に

就

任

し

て 

中浜浄太 会長 



 

 

  
 

 
 

 
 

  

 

令
和
元
年
七
月
二
十
七
日(

土)

に
畑
野
、長
谷
寺
道
場
に
お
い
て
第
四
十
三
回
の

青
少
年
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
歴
史
あ
る
長
谷
寺
を
お
借
り
し
て
、
普
段
は

入
れ
な
い
経
蔵
な
ど
に
も
、
ご
住
職
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

保
管
さ
れ
て
い
る
三
千
巻
の
経
典
の
周
り
を
時
計
廻
り
に
一
周
す
る
と
、全
て
の

お
経
を
唱
え
た
功
徳
が
あ
る
、と
い
う
話
に
子
供
た
ち
も
興
味
を
し
め
し
て
い
ま
し

た
。 

 

ま
た
、
「
ボ
ケ
防
止
地
蔵
」
の
頭
を
な
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が

い
つ
ま
で
も
元
気
で
い
て
欲
し
い
と
願
う
子
供
た
ち

も
い
ま
し
た
。 

 

上
段
、
加
藤
布
教
長
の
報
告
に
も
あ
る
と
お
り
、

地
獄
の
お
話
は
研
修
生
た
ち
に
他
人
を
い
た
わ
る
心

の
大
切
さ
が
伝
わ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
絵
ろ
う
そ
く
作
り
」
「
そ
う
め
ん
流
し
」
も
楽

し
か
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。
来
年
は
ど
こ
の
お
寺
さ

ん
が
会
場
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
お
泊
り
は
あ
る

の
か
な
？ 

 

仏
青
会
長
は
じ
め
会
員
の
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
五
十
回
め
ざ
し
て
頑
張
れ
！ 
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加
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青
少
年
研
修
会
で
、
私
は
『
暗
闇
法
話
』
を
担
当
し
ま
し
た
。
奥
座
敷
の
照
明
器
具

を
オ
フ
に
し
て
、
ろ
う
そ
く
の
灯
り
だ
け
で
紙
芝
居
を
一
つ
読
み
ま
し
た
。 

読
ん
だ
紙
芝
居
は
『
小
僧
さ
ん
の
地
獄
め
ぐ
り
』
で
す
。
こ
の
紙
芝
居
は
、
真
言
宗

豊
山
派
で
出
し
て
い
る
冊
子
『
光
明
』
の
中
で
、
仏
教
童
話
を
長
年
に
渡
っ
て
担
当
し
、

素
晴
ら
し
い
絵
本
・
紙
芝
居
・
絵
画
を
多
数
世
に
出
し
て
い
る
諸
橋
精
光
師
（
長
岡
市

千
蔵
院
住
職
）
の
作
品
で
す
。 

紙
芝
居
の
あ
ら
す
じ
は
、
絵
が
上
手
な
小
僧
さ
ん
が
急
病
で
亡
く
な
り
、
お
葬
式
の

さ
な
か
に
生
き
返
り
ま
す
。驚
く
和
尚
さ
ん
に
小
僧
さ
ん
は
、地
獄
の
恐
ろ
し
さ
を
人
々

に
伝
え
る
た
め
、
閻
魔
大
王
の
依
頼
で
地
獄
を
巡
っ
て
き
た
と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、

恐
ろ
し
く
む
ご
た
ら
し
い
地
獄
の
あ
り
さ
ま
と
責
め
苦
の
数
々
を
語
り
始
め
る
の
で
す
。 

真
剣
な
眼
差
し
で
じ
ぃ
っ
～
と
絵
を
見
つ
め
る
子
供
た
ち
を
意
識
し
な
が
ら
、
「
人

を
殺
し
た
人
間
は
、
火
あ
ぶ
り
地
獄
に
落
ち
ま
す
。
犯
し
た
罪
が
消
え
る
ま
で
繰
り
返

し
繰
り
返
し
焼
か
れ
る
の
で
す
。
う
そ
を
つ
い
た
人
間
は
、
舌
を
引
き
抜
か
れ
ま
す
。

人
に
悪
口
を
い
っ
た
人
間
は
、
針
と
糸
で
そ
の
口
を
縫
わ
れ
て
、
も
う
泣
く
こ
と
も
で

き
な
く
な
る
の
で
す
。
」
と
紙
芝
居
を
め
く
り
ま
す
。 

紙
芝
居
が
終
わ
っ
た
後
、
子
供
た
ち
が
本
堂
の
仏
さ
ま
の
前
で
手
を
合
わ
せ
て
「
ご

め
ん
な
さ
い
。
」
と
反
省
し
て
い
る
姿
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。 

 

締
め
く
く
り
の
ご
挨
拶
で
池
田
支
所
長
が
「
み
な

さ
ん
、
う
そ
を
つ
い
た
り
、
悪
口
を
言
っ
た
り
し
な

い
で
、
仲
良
く
生
活
し
て
く
だ
さ
い
ね
。
」
と
呼
び

か
け
る
と
「
は
い
。
」
と
大
き
な
声
で
心
の
こ
も
っ

た
返
事
を
し
て
く
れ
た
こ
と
に
ま
た
び
っ
く
り
し
ま

し
た
。 

 

 

人
々
の
モ
ラ
ル
が
低
下
し
た
現
代
社
会
の
中
で
、

さ
あ
、
お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん
の
出
番
で
す
よ
。

純
真
無
垢
な
子
供
た
ち
に
「
悪
い
こ
と
を
す
る
と
地

獄
へ
落
ち
て
怖
い
責
め
苦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
ん

だ
よ
。
悪
い
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
よ
。
」
と
何

度
も
言
っ
て
聞
か
せ
ま
せ
ん
か
！ 

 

 
子
供
た
ち
の
予
期
し
な
い
反
応
に
び
っ
く
り
！  

第
四
十
三
回
青
少
年
研
修
会 

令和元年７月27日(土)  

於:佐渡市長谷 長谷寺道場 

座禅･･･真言宗では「阿字観」という観

想法(座禅)を修法いたします。子供た

ちも「心が落ち着いた」「美しい花を

思い浮かべることができた」等の感想

がありました。写真は中濱照文先生。

宇宙と交信中！？ 

紙芝居『小僧さんの地獄めぐり』 

長谷寺『暗闇法話』会場 



 

 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
七
十
三
番 

泊
藤
山

は
く

と

う

さ

ん 

観
音
寺

か

ん

の

ん

じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
相
川
鹿
伏 

 

住
職 

平
田 

恵
順  

 
 

当
寺
は
旧
相
川
市
街
の
南
の
外
れ
、日
本
海
か
ら
吹
き
渡
る
潮

風
を
ま
と
も
に
浴
び
、冬
は
荒
波
が
激
し
く
打
ち
寄
せ
る
立
地
条

件
の
悪
い
場
所
に
位
置
し
、お
そ
ら
く
島
内
で
も
暴
風
雪
の
激
し
さ

は
随
一
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。こ
の
地
区
は
旧
相
川
地
区
で
は
、最
も

豊
か
な
耕
地
に
恵
ま
れ
て
い
る
地
域
で
、ほ
と
ん
ど
の
住
人
が
農
業

を
営
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
鹿
伏
と
い
う
地
名
は
、
こ
の
地
に
最
初

に
住
ん
だ
人
間
が
シ
カ
を
連
れ
て
い
て
、そ
の
亡
骸
を
埋
葬
し
た
場

所
が
春
日
崎
で
、
そ
こ
か
ら
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

開
基
は
資
料
に
よ
り
建
立
説
が
異
な
り
ま
す
が
、慶
長
十
三
年

(

一
六
〇
八)

と
い
わ
れ
、本
尊
は
聖
観
世
音
菩
薩
で
す
。聖
観
音
は

観
自
在
菩
薩
と
も
い
い
、す
べ
て
の
物
事
を
自
在
に
観
る
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
仏
様
で
す
。 

 

皇
位
継
承
で
天
皇(

霊
元)

に
逆
ら
い
、
天
和
元
年(

一
六
八
一)

佐
渡
へ配
流
と
な
っ
た
小
倉
大
納
言
実
起
、
長
男
公
蓮
、
次
男
秀
伴
の
三
人
が
商
人
の
紹
介
で
、
こ
の

地
に
移
り
、住
ん
だ
寺
と
知
ら
れ
て
い
ま
す
。山
号
の
泊
藤
山
は
小
倉
家
の
「八
つ
藤
」の
納
所
が
由
来

と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

本
尊
で
あ
る
銅
造
観
世
音
菩
薩
立
像
は
、実
起
が
京
都
か
ら
持
参
し
当
山
へ寄
進
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、

七
世
紀
後
半
の
奈
良
白
鳳
時
代
の
金
銅
仏
の
特
色
を
持
ち
一
鋳
造
り
の
美
し
い
小
像
で
、実
起
は
こ

の
観
世
音
菩
薩
立
像
を
自
ら
の
守
り
本
尊
と
し
て
い
ま
し
た
。昭
和
五
十
九
年(

一
九
八
四)

に
、新
潟

県
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
秘
仏
と
し
て
保
管
し
開
帳
は
し
て
い
ま
せ
ん
。 

 

小
倉
父
子
は
流
人
と
は
い
え
生
活
は
自
由
で
、
地
元
の
役
人
や
文
人
、
豪
商
た
ち
を
呼
び
歌
会
や

詩
、
和
歌
を
詠
じ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
実
起
は
わ
ず
か
二
年
三
ヶ
月
の
佐

渡
暮
ら
し
で
、貞
享
元
年(

一
六
八
四)

享
年
六
十
三
歳
、公
蓮
は
同
年
九
月
二
十
二
日
、享
年
三
十

八
歳
の
若
さ
で
逝
去
さ
れ
、当
寺
で
葬
儀
が
営
ま

れ
ま
し
た
。
次
男
、
秀
伴
は
元
禄
八
年(

一
六
九

五)

赦
免
さ
れ
帰
京
し
て
小
倉
家
を
再
興
し
ま
し

た
。 

 

寺
宝
と
し
て
は
実
起
の
遺
品
と
さ
れ
る
扇
子
、

振
鈴
、
歌
軸
、
流
人
絵
師
狩
野
胖
幽

は

ん

ゆ

う

の
大
納
言

実
起
の
肖
像
画
な
ど
数
点
ご
ざ
い
ま
す
。余
談
で

す
が
「佐
渡
お
け
さ
」を
全
国
的
に
有
名
に
し
た

村
田
文
三
氏
の
墓
所
が
存
在
し
ま
す
。 

      

 
 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
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十
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礼
玉
山
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い
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ょ
く

ざ

ん 
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院

も
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じ
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佐
渡
市
赤
玉  

 

住
職 

山
本 

憲
慈 

 
 

両
津
港
か
ら
県
道
一
周
線
の
海
岸
を
南
下
し
三
十
五
㎞
、
ま
た
は
三
．

七
㎞
程
の
下
久
知
か
ら
県
道
赤
玉
両
津
港
線(

通
称
四
十
八
ヶ
所
線)

に
折

れ
、
山
道
を
進
み
峠
を
越
え
る
と
急
に
視
界
が
開
け
眼
下
に
海
と
、
行
き

交
う
船
、
そ
の
先
に
は
越
後
の
山
々
が
一
望
で
き
ま
す
。
峠
を
下
り
棚
田

を
通
り
抜
け
、
佐
渡
一
周
線
と
合
流
し
た
所
が
日
本
三
大
銘
石
に
も
数
え

ら
れ
て
い
る
「
赤
玉
石
」
の
産
地
赤
玉
集
落
で
、
そ
の
中
ほ
ど
に
文
殊
院

が
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
途
中
に
あ
る
神
秘
的
な
「
杉
池
」
を
源
と
す
る
川
沿
い
の
緩
斜
面
か
ら
「
赤
玉
石
」

が
産
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
「
杉
池
」
周
辺
の
水
で
身
を
清
め
た
修
験
者
は
加
持
祈
祷

を
行
い
、
水
・
農
業
・
稲
作
の
神
と
し
て
「
杉
池
」
及
び
そ
の
一
帯
は
人
々
の
信
仰
を
集
め

て
き
ま
し
た
。 

 

寺
の
創
立
は
永
禄
元
年(

一
五
五
八)

空
遍
律
師
と
伝
え
ら
れ
、
中
興
は
快
仙
法
師
で
田
畑
、

山
林
を
求
め
基
礎
づ
く
り
を
し
ま
し
た
。
当
時
の
寺
は
不
動
尊
を
祀
る
修
験
道
山
伏
の
堂
と

し
て
集
落
の
上
手
「
寺
屋
敷
」
に
あ
り
ま
し
た
が
、
宝
暦
二
年(

一
七
五
二)

に
堂
宇
を
現
在
地

に
移
し
、
明
和
八
年(

一
七
七
一)

に
真
言
宗
の
寺
と
し
て
成
立
し
ま
し
た
。 

 

安
永
元
年(

一
七
七
二)

に
は
火
災
に
罹
り
、
天
明
元
年(

一
七
八
一)

に
堂
宇
が
再
建
さ
れ
ま

し
た
。
以
後
、
幾
度
と
な
く
火
災
や
水
害
な
ど
の
被
害
に
遭
い
ま
し
た
が
、
旧
観
に
復
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
昭
和
に
至
っ
て
本
堂
の
大
修
理
と
屋
根
は
瓦
葺
き
と
し
、
庫
裏
の
大
改
修
及

び
一
部
新
築
さ
れ
る
と
と
も
に
「
心
経
殿
」
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
中
に
は
「
大
般
若
波
羅

蜜
多
経
」
六
百
巻
や
お
遍
路
さ
ん
た
ち
の
写
経
も
収
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

「
杉
池
」
一
帯
及
び
水
神
を
祀
る
祠
は
寺
の
「
奥
の
院
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、
古
来
よ
り

六
月
十
五
日
の
「
杉
池
」
例
祭
当
日
に
住
職
は
本
堂
で
大
般
若
経
転
読
を
行
い
五
穀
豊
穣
、

村
内
安
全
を
祈
願
し
て
き
ま
し
た
。
近
年
、
日
に
ち
と
内
容
を
変
更
し
て
行
わ
れ
て
き
た
例

祭
で
は
神
事
の
祭
主
も
務
め
ま
し
た
が
、
集
落
内
の
高
齢
化
が
進
み

人
手
不
足
な
ど
に
よ
り
令
和
元
年
以
降
の
例
祭
は
行
わ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。 

 

当
寺
本
尊
は
大
日
如
来
様(

胎
蔵
界)

、
境
内
に
は
弘
法
大
師
を
中

心
と
し
て
四
国
霊
場
八
十
八
ヶ
所
石
造
御
本
尊
が
安
置
さ
れ
、
ま
た

古
来
よ
り
「
魔
除
け
の
石
」
と
し
て
佐
渡
奉
行
か
ら
江
戸
城
に
献
上

さ
れ
る
な
ど
珍
重
さ
れ
た
「
赤
玉
石
」
も
置
か
れ
、
参
拝
者
の
目
を

楽
し
ま
せ
て
い
ま
す
。 

寺 

院 

探 

訪 

文殊院本堂 

観音寺本堂 

四国霊場石造御本尊 

狩野胖幽作実起肖像画(右) 

実起直筆詩歌(左) 


