
 

 

   
 

真
言
宗
豊
山
派 

佐
渡
宗
務
支
所 

支
所
長 

 

池
田 

英
雅  

  

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
、
ク
ラ
ス
タ
ー
、
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
・・・聞
き
な
れ
な
い
横
文
字
が
令
和
二
年

初
頭
よ
り
メ
デ
ィ
ア
を
席
巻
し
、
我
々
に
と
っ
て
は
大
切
な「
三
密
」と
い
う
言
葉
も
違
っ
た

意
味
で
使
用
さ
れ
る
始
末
。
未
知
な
る
ウ
ィ
ル
ス
に
不
憫
な
生
活
を
強
い
ら
れ
、
当
支
所
に

お
い
て
も
団
体
参
拝
他
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
事
業
が
中
止
に
。『
支
所
だ
よ
り
』の
発
刊
も
遅
れ
、

皆
様
に
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
た
こ
と
、
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。 

 

コ
ロ
ナ
禍
で
感
じ
た
こ
と
は
、
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
コ
ロ
ナ
な
の
か
、
Ｗ
Ｉ
Ｔ
Ｈ
コ
ロ
ナ
な
の
か
と
い
う
こ
と
。

コ
ロ
ナ
他
、
人
体
に
悪
影
響
な
ウ
ィ
ル
ス
を
完
全
除
去
は
で
き
な
い
し
、
人
間
の
抵
抗
力
を
信

じ
以
前
と
同
じ
よ
う
に
生
活
す
る
の
も
極
端
な
考
え
だ
。や
は
り
マ
ス
ク
、除
菌
な
ど
の
予
防

対
策
を
す
る
の
が
適
切
で
あ
り
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
無
難
な
行
動
で
あ
ろ
う
。 

 

以
前
に「
中
道
」の
事
を
取
り
上
げ
た
が
、要
約
す
れ
ば「
両
極
端(

有
・無
、断
・常
な
ど)

な

考
え
を
超
越
し
た
立
場
」と
な
る
が
、実
は
私
は
あ
ま
り
好
き
な
言
葉
で
は
な
い
。字
面
か
ら

「
中
庸
」を
想
起
し
没
個
性
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
し
、
こ
の
こ
と
を
説
く
人
は
自
我

(

自
己
顕
示)

の
押
し
売
り
、
自
説
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
だ
け
で
他
人
の
意
見
に
耳
を

傾
け
な
い
人
と
感
じ
て
し
ま
う
。
多
く
の
人
の
意
見
を
傾
聴
し
興
味
を
も
っ
て
布
教
と
い
う

う
も
の
を
考
え
て
行
き
た
い
し
、
特
に
葬
儀
の
場
で
は
檀
信
徒
・
会
葬
者
の
行
動
、
会
話
か

ら
、
そ
の
方
た
ち
の〝
宗
教
観
〟
を
観
察
し
て
い
る
。
十
人
十
色
、
自
分
が
感
心
す
る
意
外
な

言
葉
、
行
為
に
出
会
う
こ
と
も
多
い
。
皆
様
も
仏
教
に
お
い
て
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
菩

提
寺
の
ご
住
職
に
投
げ
か
け
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。 

 

こ
の
巻
頭
の
〝
令
和
の
色
男
〟
こ
と
私
の
挨
拶
も
今
回
で
最
後
で
す
。
四
年
間
お
付
き
合

い
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
毎
号
の
ご
と
く
編
集
会
議
で
叱
ら
れ
、
今
号
の

編
集
会
議
で
も
・
・
・
自
分
で
は
分
か
り
や
す
く
難
解
な
仏
教
語
は
な
る
べ
く
使
わ
ず
、
か
み

砕
き
な
が
ら
布
教
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
話
が
あ
ら
ぬ
方
向
へ
進
む
こ
と

も
し
ば
し
ば
。
ど
こ
か
で
私
と
出
会
い
ま
し
た
ら
気
軽
に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。〝
ま
た
、
会

い
ま
し
ょ
う
！
〟 
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真
言
宗
豊
山
派 

佐
渡
宗
務
支
所 

布
教
長 

 

加
藤 

龍
久    

 

令
和
二
年
二
月
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
私
た
ち
の
日
常

生
活
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
四
月
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
、

不
要
不
急
の
外
出
の
自
粛
で
か
な
り
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
る
こ
と
を
体
験
し
ま
し
た
。 

 

店
舗
の
休
業
・
営
業
時
間
の
短
縮
は
経
営
者
、
従
業
員
に
計
り
知
れ
な
い
苦
労
を

も
た
ら
し
ま
し
た
。
病
院
・
福
祉
施
設
で
の
見
舞
い
・
面
会
が
で
き
な
く
な
り
心
配

が
募
り
ま
し
た
。
観
光
客
が
途
絶
え
島
内
観
光
地
は
閑
散
と
し
て
い
ま
し
た
。
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
な
ど
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
・
延
期
に
な
り
活
気
が
失
わ
れ
ま
し

た
。
学
校
が
休
校
に
な
り
児
童
・
生
徒
は
学
習
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ス
ポ
ー
ツ
大

会
も
こ
と
ご
と
く
中
止
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
マ
ス
ク
の
着
用
は
全
国
民
の
ス
タ
イ
ル
に
定
着
し
、
三
密
（
密
接
・
密

集
・
密
閉
）
は
人
と
人
の
距
離
を
遠
く
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
が
見
通
せ

ず
、
新
し
い
生
活
様
式
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
定
着
し
て
い
っ
た
時
、
人
と
人

の
距
離
は
離
れ
、
お
互
い
の
心
の
距
離
・
信
頼
の
距
離
が
遠
く
な
り
、
薄
れ
て
し
ま

う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
寺
院
に
お
け
る
年
中
行
事
や
法
事
や
葬
儀
は
ど

ん
な
変
化
が
起
き
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
全
て
の
こ
と

が
省
略
・
簡
略
化
傾
向
に
な
り
ま
し
た
。
ご
縁
の
深
い
家

族
、
親
族
、
友
人
知
己
が
同
じ
場
所
・
時
間
を
一
緒
に
過

ご
し
、
深
い
悲
し
み
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
感
謝
の
気

持
ち
を
共
有
す
る
こ
と
が
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。
初
め
て
経
験
し
た
コ
ロ
ナ
禍
の
中
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
法
事
参
列
が
出
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
も
く
じ
け

て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

知
恵
を
絞
り
、
工
夫
を
重
ね
て
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越

え
て
行
き
ま
し
ょ
う
。 

 

コ

ロ

ナ

禍

に

お

け

る

人

と

人

の

心

の

距

離  

仏心を育てる花祭り 新穂仏教会  

発
行
所 

新
潟
県
佐
渡
市
新
穂
大
野
一
二
四
‐
一 

 

清
水
寺
中 

真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所 



 

 

   

支
所
下
十
三
番 

佐
渡
市
新
穂
長
畝 

東
光
院
住
職 

 

加
藤 

龍
久  

 
令
和
二
年
七
月
十
八
日
東
光
院
祭
り
を
実
施
し
ま
し

た
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
年
）
か
ら
続
け
て
き
た
大

般
若
経
六
百
巻
の
転
読
で
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
で
寺
院
行
事
を
実
施
す
る
か
取
り
止

め
る
か
思
案
し
ま
し
た
。
幸
い
佐
渡
で
感
染
の
発
表
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
実
施
に
踏
み
切
り
ま
し

た
。 

 

全
員
に
マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
、
手
指
消
毒
、

予
防
対
策
を
徹
底
し
ま
し
た
。
一
緒
に
飲
食
す
る
こ
と

も
取
り
止
め
ま
し
た
。
常
に
は
大
般
若
経
六
百
巻
を
大
音
声
で
唱
え
る
の
で
す
が
、

今
年
僧
侶
方
は
薬
師
如
来
の
梵
字
を
書
い
た
マ
ス
ク
を
付
け
て
飛
沫
が
飛
び
散
ら
な

い
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
た
。
息
苦
し
く
窒
息
死
し
そ
う
で
し
た
。(
笑) 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
を
祈
願
し
た
大
般
若
を
い
ろ
い
ろ
配
慮
し
て
無
事
成
満
で

き
ま
し
た
。 

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
影
響
の
た
め
、支
所
下
寺
院
活
動
に
お
い
て
も
か
な

り
の
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
影
響
下
の
中
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
活
動
を
さ

れ
た
御
寺
院
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

一
緒
に
お
配
り
い
た
し
ま
し
た
。 

 

幡
は
染
め
紙
を
ハ
サ
ミ
で
細
か
く
切
っ
て
作
る
の
で
す
が
、
写
真
の
通
り
過
去

宝
勝
如
来
＝
黄
、
妙
色
身
如
来
＝
青
、
甘
露
王
如
来
＝
赤
、
廣
博
身
如
来
＝
白
、

離
怖
畏
如
来
＝
黒
で
金
剛
界
仕
様
と
な
り
ま
す
。
私
が
お
盆
に
お
配
り
し
た
プ
リ

ン
ト
に
「
反
省
の
営
み
を
す
る
お
経
を
唱
え
る
」
と
の
件
が
あ
る
の
で
す
が
、
少

し
そ
の
こ
と
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

お
経
の
中
で
は
五
如
来
名
号
が
肝
要
で
、
そ
の
出
だ
し
は
「
南
無
過
去
宝
勝
如

来
除
慳
貪
業
福
智
円
満
」
「
南
無
妙
色
身
如
来
破
醜
陋
形
円
満
相
好
」
と
続
き
ま

す
。
音
で
聞
く
と
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
で
す
が
、
字
を
見
れ
ば
「
な
る
ほ
ど
！
」

と
お
気
付
き
の
皆
様
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

「
除
慳
貪
業
」
は
皆
様
が
真
言
念
仏
の
際
に
必
ず
お
唱
え
す
る
十
善
戒
の
「
不

慳
貪
」
と
同
じ
こ
と
で
す
。
意
味
は(

む
さ
ぼ
ら
な
い)

こ
と
。
む
さ
ぼ
ら
な
い
こ
と

は
、
彼
岸
へ
到
る
六
つ
の
心
得(

六
波
羅
蜜)

で
説
か
れ
る(

布
施)

に
通
じ
る
戒
め
で

す
。
「
福
智
円
満
」
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

「
六
道
」
の
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
人
々
を
、
そ
し
て
ご
先
祖
を
供
養
す
る
お
盆
は

私
共
に
と
っ
て
今
の
生
活
を
振
り
返
っ
て
み
る
良
い
機
会
で
も
あ
る
の
で
す
。 

 

※
六
波
羅
蜜

ろ

っ

ぱ

ら

み

つ

ー
布
施

ふ

せ

、
持
戒

じ

か

い

、
忍
辱

に

ん

に

く

、
精
進

し
ょ
う
じ
ん

、
禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

、
智
慧

ち

え

。
菩
薩
が
実
践
す
る

六
種
の
基
本
的
な
修
行
項
目
。 

 

※
六
道
ー
輪
廻
し
て
い
る
衆
生
が
生
ま
れ
る
六
つ
の
状
態
。
地
獄
、
餓
鬼
、
畜 

 
 

生
、
修
羅
、
人
間
、
天
。
六
観
音
、
六
地
蔵
、
六
道
銭(

六
文
銭)

、
六
道
の
辻
は
こ

れ
に
由
来
す
る
。
六
趣
。 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 

    

コ

ロ

ナ

禍

の

中

の

大

般

若

会 

 
 

 
 

支
所
下
六
十
五
番 

佐
渡
市
月
布
施 

観
音
寺
住
職 

 
 

小
野 

法
龍 

   

当
寺
で
は
お
盆
の
棚
経
の
折
や
お
施
餓
鬼
法
会
の
際
に
は
自
防
で
手
作
り
の
五
如
来

幡
と
と
も
に
、
当
宗
派
で
布
教
の
一
環
で
あ
る『
光
明
』を
、
お
檀
家
の
皆
様
に
お
配
り
す

る
こ
と
を
習
わ
し
と
し
て
い
ま
す
。
で
す
が
、
今
年
度
は
コ
ロ
ナ
禍
で
夏
季
号
の
発
行
が
中

止
と
な
っ
た
こ
と
や
、
三
密
を
回
避
す
る
た
め
に
施
餓
鬼
法
会
を
自
粛
し
た
こ
と
な
ど
か

ら
、
単
に
五
如
来
幡
だ
け
で
な
く
、
盆
供
に
そ
れ
を
掲
げ
る
意
義
を
記
し
た
プ
リ
ン
ト
と

お

施

餓

鬼

会

の

中

止

、

で

も

・

・

・ 

五如来幡 

五如来名号 



 

 

  
 

 
 

 
 

  

 

コ
ロ
ナ
禍
の
中
、想
定
す
る
よ
う
な
活
動
が
で

き
な
い
状
況
下
、
豊
山
派
佐
渡
仏
教
青
年
会
が

「
太
鼓
講
習
会
」
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
時
は

令
和
二
年
十
一
月
八
日(

日)

午
後
一
時
よ
り
、
支

所
下
四
十
四
番
、
多
田
、
長
松
寺
本
堂
に
於
い
て

約
二
時
間
。
参
加
者
は
手
指
消
毒
、
マ
ス
ク
着
用

等
の
予
防
対
策
を
徹
底
し
熱
心
に
受
講
さ
れ
ま

し
た
。 

 

講
師
は
越
後
支
所
、
燕
市
、
本
覚
院
副
住
職
、

澁
谷
快
阿
師
。
豊
山
派
太
鼓
集
団
『
千
響
』
、
越

後
支
所
太
鼓
集
団
『
天
鼓
雷
音

て

ん

く

ら

い

お

ん

』
で
も
精
力
的
に

活
動
さ
れ
、
趣
味
で
ロ
ッ
ク
ド
ラ
ム
も
嗜
む
ス
ペ

シ
ャ
リ
ス
ト
。
悪
天
候
の
中
、
来
島
し
て
い
た
だ
き
資
料(

太
鼓
の
楽
譜)

も
豊
富
に

ご
用
意
い
た
だ
き
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。 

 

初
心
者
も
参
加
し
て
い
た
た
め
、基
本
的
な
太
鼓
の
前
で
の
構
え
方
、バ
チ
裁
き
、

叩
き
方
等
を
最
初
に
習
い
、
楽
譜
に
基
づ
き
『
般
若
心
経
』
『
観
音
経
偈
文
』
を
最

初
は
ゆ
っ
く
り
と
、
最
終
的
に
は
講
師
と
一
緒
に
叩
け
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。 

 

佐
渡
で
は
鬼
太
鼓
、
真
言
太
鼓
他
、
和
太
鼓
に
興
味
を
持
た
れ
る
方
、
ま
た
は
実

際
に
演
奏
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
小
中
学
校
、
保
育
園
で
も
音
楽

教
材
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
所
も
あ
る

と
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。我
々
寺
院
の
活
動

に
お
い
て
も
法
要
等
で
太
鼓
の
演
奏
が
あ

る
と
檀
信
徒
皆
様
に
喜
ば
れ
る
こ
と
が
多

い
で
す
。 

 

早
く
今
の
状
況
が
解
消
し
、こ
の
日
伝
授

さ
れ
た
技
を
檀
信
徒
皆
様
に
お
披
露
目
で

き
る
日
が
来
る
こ
と
を
心
よ
り
願
い
ご
報

告
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。(

Ｅ
．
Ｉ)

 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

令
和
二
年
十
一
月
二
十
七
日(

金)

恒
例
と
な
り
ま
し
た
平

泉
保
育
園
慰
問
に
馳
せ
参
じ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ

り
な
が
ら
、
私
た
ち
の
要
請
を
快
く
受
け
入
れ
て
い
た
だ
い

た
谷
地
田
雅
将
園
長
先
生
は
じ
め
保
育
園
関
係
者
の
皆
様
に

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

読
み
聞
か
せ
、
手
品
、
な
ぞ
な
ぞ
、
紙
芝
居
を
上
演
。
橋
本

美
子
さ
ん
の
読
み
聞
か
せ
で
は
『
ち
び
く
ろ
さ
ん
ぼ
』
を
披
露

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
当
作
品
は
諸
般
の
事
情
で
絶
版
に
な
っ
て
い
た
と
聞
い
て

い
た
の
で
、
私
自
身
も
懐
か
し
さ
も
あ
り
童
心
に
帰
っ
て
聞
き
入

り
ま
し
た
。
加
藤
龍
久
布
教
長
の
手
品
、
な
ぞ
な
ぞ
で
は
園
児
達

も
大
興
奮
。
教
員
の
経
験
を
活
か
し
た
子
供
た
ち
へ
の
対
応
は
流

石
の
一
言
、
大
い
に
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
平
井
英
昭
副
長
の
『
ブ
ッ
ダ
』(

手
塚
治
虫
作)

の
紙
芝

居
に
は
園
児
達
も
食
い
入
る
よ
う
に
観
賞
。
今
回
、
仏
教
の
教
え

を
伝
え
ら
れ
た
こ
と
も
大
変
有
意
義
で
は
な
か
っ
た
か
と
感
じ
て

い
ま
す
。(

Ｅ
．
Ｉ)

 

太

鼓

講

習

会-

仏

青

活

動

報

告 

澁谷快阿先生の模範演奏 

 
 
 
 

 

 

支
所
下
四
十
番 

多
聞
寺
寺
庭
婦
人 

仏
教
婦
人
会
会
長 

 
 

土
賀 

紀
子  

 

令
和
二
年
度
よ
り
仏
教
婦
人
会
佐
渡
支
部
の
会
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
今
年
度
の
総
会
・
研
修
会
は

中
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。 

 

仏
婦
佐
渡
支
部
の
今
ま
で
の
主
な
活
動
は
仏
婦
本
部
主
催
の
各
種
記
念
行
事
、
式
典

参
加
を
は
じ
め
佐
渡
八
十
八
ヶ
所
巡
り
、
七
福
神
巡
り
、
最
近
で
は
、手
芸(

コ
サ
ー
ジ
ュ

作
り)

、
裂
き
織
り
、
整
体
体
操
、
ヨ
ガ
と
研
修
内
容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。 

 

一
日
も
早
い
コ
ロ
ナ
終
息
を
願
い
つ
つ
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
会
員

相
互
の
親
睦
を
深
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

仏

婦

会

長

に

就

任

し

て 

マスク着用で受講 

平井英昭副長 

橋本美子さん 

平

泉

保

育

園

訪

問 



 

 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
二
十
三
番 

泡
海
山

ほ

う

か

い

ざ

ん 

定
福
寺

じ

ょ

う

ふ

く

じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
橘 

 

住
職 

平
井 

英
昭  

 

長
手
岬
の
東
側
に
位
置
し
、
寺
の
前
は
橘
の
入
り
江
で
小
さ

な
港
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

入
り
江
の
対
岸
か
ら
寺
を
望
む
と
海
の
上
に
建
っ
て
い
る
様
子

が
伺
わ
れ
、
時
化
の
時
に
は
荒
波
が
入
り
江
に
入
り
波
し
ぶ
き

を
上
げ
、
ま
さ
に
山
号
が
泡
海
山
と
呼
ば
れ
る
の
が
納
得
で
き

ま
す
。 

 

開
基
は
保
安
（
ほ
う
あ
ん
）
三
年
（
一
一
二
二
年
）
高
野
山

の
僧
常
遠
が
弘
法
大
師
の
真
筆
「
紺
紙
金
泥
法
華
経
」
一
巻
を

持
参
し
寺
を
開
き
、
寺
号
は
興
福
善
寺
と
い
い
ま
し
た
。
ち
な

み
に
こ
の
経
は
全
部
で
八
巻
、
高
野
山
に
は
七
巻
が
残
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
当
初
は
高
野
山
の
末
寺
で
し
た
。 

 

寺
は
現
在
地
で
な
く
、
向
か
い
側
の
山
の
中
腹
か
、
入
り
江
の
対
岸
と
な
る
差
和
地
区
の

外
れ
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
以
後
、
何
か
の
理
由
で
移
転
し
ま
し
た
。 

天
文
（
て
ん
も
ん
）
十
九
年
（
一
五
五
一
年
）
現
在
の
地
に
再
建
し
、
泡
海
山
定
福
寺
と

称
し
、
沢
根
の
曼
陀
羅
寺
末
寺
と
な
り
、
真
言
宗
豊
山
派
な
り
ま
し
た
。 

明
治
新
政
府
の
神
仏
分
離
・
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
廃
寺
と
な
り
ま
す
が
、
明
治
十
一
年
復
旧

再
興
し
ま
す
、
定
福
寺
の
住
職
と
し
て
私
で
二
十
一
代
目
と
な
り
ま
す
。
佐
渡
四
国
霊
場
第

十
二
番
札
所
で
す
。 

本
尊
は
大
日
如
来
様
（
金
剛
界
）
で
、
脇
侍
に
薬
師
如
来
と
地
蔵
菩
薩
が
置
か
れ
て
い
ま

す
。
内
陣
に
は
西
国
三
十
三
観
音
霊
場
の
本
尊
三
十
三
体
が
置
か
れ
内
陣
を
一
周
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
寺
宝
と
し
ま
し
て
は
、
狩
野
派
の
女
流
絵
師
清
原
雪
信

き

よ

は

ら

ゆ

き

の

ぶ

が
書
い
た
稚
児
文
殊

菩
薩
、
柳
鳩
図
、
竹
鶏
の
三
幅
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
東
京
博
物
館
で
平
成
十
年
に
狩

野
派
の
三
百
年
展
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
明
治
十
年
の
全
国
寺
院
寺
宝
調
査
に
、
清
原
雪

信
の
絵
画
が
定
福
寺
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
展
覧
会
へ
貸

し
出
し
と
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
歴
史
の
中
で
は
伊
能
忠
敬
が
佐
渡
測
量
の
折
に
定

福
寺
に
泊
ま
っ
た
と
、
忠
敬
の
日
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

橘
の
周
辺
に
は
旅
館
が
な
く
、
民
宿
が
出
来
る
昭
和
四
十
年

代
以
前
は
本
堂
方
丈
の
間
に
多
く
の
画
家
が
長
期
に
宿
泊

し
、
多
く
の
絵
画
を
描
い
て
い
き
ま
し
た
。 

令
和
の
工
事
と
し
て
参
道
整
備
が
完
了
し
、
現
在
向
拝

（
ご
は
い
）
建
築
中
で
、
い
つ
で
も
安
心
し
て
お
参
り
で
き

る
寺
を
目
指
し
て
い
ま
す
。 

      

 
 

 
 

佐
渡
宗
務
支
所
下
十
二
番 

紫
雲
山

し

う

ん

ざ

ん 

観
正
寺

か

ん

し

ょ

う

じ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
渡
市
千
種  

 

住
職 

三
國 

正
純  

 

当
寺
院
は
開
基
、
開
山
と
も
に
不
詳
だ
が
、
創

立
は
弘
仁
時
代(

八
一
〇
～
八
二
三)

の
始
め
と

伝
え
ら
れ
る
。 

 

本
尊
は
金
剛
界
大
日
如
来
、一
般
的
な
そ
れ
と

は
少
し
変
わ
っ
た
尊
像
で
弘
法
大
師(

お
大
師

様)

が
智
拳
印
を
結
び
、
五
智
の
宝
冠
を
戴
い
た

お
姿
で
、こ
れ
は
宮
中
清
涼
殿
に
於
け
る
八
宗
論

の
折
、
勅
命
を
被
り
て
お
大
師
様
が
即
身
に
成
仏

の
証
を
立
て
、
忽
ち
に
大
日
如
来
の
身
色
を
示
現

し
給
え
る
お
姿
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
た
尊
像
で
あ
り
、
宮
殿
の
扉
の
内
に
は
そ
の
様
子
が
拝

写
さ
れ
て
い
る
。
当
寺
の
明
治
二
十
六
年
の
調
書
に
よ
る
と
「
伝
教
大
師
の
作
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
」
と
あ
る
。 

 

ま
た
、
本
尊
の
前
立
の
不
動
明
王
と
二
童
子
は
平
成
十
六
年
に
私
が
中
国
の
仏
師
に
発
注

し
勧
請
し
た
尊
像
で
あ
り
、
毎
年
一
月
一
日
、
檀
信
徒
の
所
願
成
就
、
家
内
安
全
等
々
の
元

旦
護
摩
祈
祷
を
修
し
、
そ
の
後
総
会
を
開
き
終
了
後
、
会
食
。
お
酒
、
手
料
理
を
振
る
舞
い

新
年
を
祝
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
御
霊
行
事
は
諸
寺
院
と
同
じ
く
年
二
回
行
っ
て
い
ま
す
。
八
月
第
一
日
曜
日
と
十

二
月
第
一
日
曜
日
で
、
こ
の
時
は
参
加
者
と
一
緒
に
「
豊
山
派
檀
信
徒
の
お
つ
と
め
」
を
唱

和
し
た
後
、
ご
先
祖
様
に
代
わ
っ
て
心
ば
か
り
の
手
料
理
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。 

 

当
寺
は
檀
家
数
が
二
十
五
軒
と
少
な
い
の
で
、
住
職
と
し
て
の
生
活
よ
り
も
会
社
員
と
し

て
の
生
活
が
主
で
布
教
活
動
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
せ
め
て
檀
信
徒
に
で
き
る
だ

け
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
と
色
々
頑
張
っ

て
い
ま
す
。 

 

本
堂
内
の
須
弥
壇
の
前
机
や
護
摩
壇
、
脇
机
、

位
牌
壇
等
は
自
作
の
物
で
す
。
何
分
古
い
寺
で
す

の
で
直
す
所
が
沢
山
あ
り
、
楽
し
み
な
が
ら
少
し

ず
つ
直
し
て
い
ま
す
。
大
き
な
修
繕
は
ど
う
し
て

も
、
お
檀
家
様
に
頼
ま
な
け
れ
ば
出
来
ま
せ
ん
の

で
、
少
し
で
も
皆
様
の
負
担
が
少
な
く
な
る
よ
う

に
と
考
え
て
い
ま
す
。 

寺 

院 

探 

訪 

観正寺山門・本堂 

内陣・護摩壇 

海から臨む定福寺本堂 

清原雪信書掛軸三幅 


