
迫
り
来
る
危
機
に
立
ち
向
か
う 

人
口
減
少
、
高
齢
化
・
少
子
化
が
進
む
中
で 

真
言
宗
豊
山
派 

佐
渡
宗
務
支
所 

支
所
長 

 

加
藤 

龍
久 
   

イ
ン
ド
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
大
塔
は
、
仏
教
聖
地
に
あ
る
シ
ン
ボ
ル
的
建
造
物
で
す
。
し 

か
し
、
仏
教
が
廃
れ
た
こ
と
に
よ
り
埋
没
し
た
時
代
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
。
時
を 

経
て
日
本
に
伝
播
し
た
仏
教
は
、
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
。 

江
戸
時
代
に
檀
家
制
度
が
で
き
て
今
日
に
至
り
ま
す
。
越
後
上
杉
勢
が
佐
渡
島
へ
攻 

め
入
っ
た
時
、
寺
院
は
改
宗
を
迫
ら
れ
、
明
治
初
期
の
廃
仏
毀
釈
で
多
く
の
寺
院
が 

廃
寺
に
な
り
、
戦
後
の
農
地
解
放
で
寺
院
は
田
畑
を
失
い
ま
す
。 

歴
史
を
辿
る
と
寺
院
は
多
く
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
来
ま
し
た
。
今
度
は
人
口
減 

少
に
よ
っ
て
発
生
す
る
危
機
を
乗
り
越
え
て
行
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
家
・
墓
・
田 

畑
を
継
承
す
る
と
い
う
意
識
が
薄
れ
、
葬
式
・
法
事
に
対
す
る
意
識
も
大
き
く
変
化 

し
檀
家
制
度
が
揺
ら
い
で
い
ま
す
。
二
十
年
、
三
十
年
後
、
寺
院
の
合
併
・
廃
寺
は 

進
む
と
予
想
し
ま
す
。
危
機
的
状
況
の
今
、
悲
嘆
に
暮
れ
て
将
来
を
憂
い
て
い
て
は 

な
り
ま
せ
ん
。
仏
様
と
ご
縁
を
結
ん
だ
僧
侶
と
し
て
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
者
を
も 

じ
っ
て
「
か
か
り
つ
け
の
僧
・
寺
院
」
で
あ
り
た
い
と
考
え
ま
す
。
仏
教
の
原
初
を
思 

い
起
こ
し
て
、
生
老
病
死
に
苦
し
み
今
を
生
き
る
人
々
に
視
点
を
絞
る
方
向
転
換
で 

す
。
猿
の
研
究
者
が
、
年
老
い
た
猿
は
危
険
を
冒
し
て
ま
で
未
知
へ
の
挑
戦
は
し
な
い 

が
、
若
い
猿
は
危
険
で
あ
る
水
の
中
へ
果
敢
に
飛
び
込
ん
で
い
く
と
い
う
発
表
を
し
て 

い
ま
す
。
実
年
齢
で
は
な
く
瑞
々
し
い
思
考
を
も
っ
て
危
機
に
立
ち
向
か
っ
て
行
こ
う 

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
事
柄
を
四
年
間
、
佐
渡
宗
務
支
所
の
立
ち
位
置
で
考
え
て 

き
ま
し
た
。 

真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所
に
所
属
す
る
寺
院
の
檀
信
徒
の
皆
様
、
御
住
職
・ 

僧
侶
の
皆
様
、
四
年
間
絶
大
な
る
ご
理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ
き
有
り
難
う
ご
ざ
い 

ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
て
筆
を
置
き
ま
す
。
ま
も
な
く
新
た
な
叡
智
あ
る
人 

材
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
で
す
。 

              

令
和
六
年 

十
一
月 

一
日 

発
行 

発
行
所 

佐
渡
市
新
穂
長
畝
一
六
三
〇
東
光
院
中 

真
言
宗
豊
山
派
佐
渡
宗
務
支
所 

発
行
責
任
者 

 
 

 
 

 

加
藤 

龍
久 

編
集
委
員
長 

 
 

 
 

 

池
田 

英
雅 

諸
橋
精
光
師
の
大
型
紙
芝
居･･

佐
渡
で
初
上
演 

 

六
月
十
五
日
、
檀
信
徒
研
修
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
回
は
豊
山
派
季
刊
誌 

『
光
明
』
に
仏
教
説
話
を
連
載
し
て
い
る
諸
橋
精
光
師
を
お
招
き
し
ま
し
た
。 

「
蜘
蛛
の
糸
」
「
も
ち
も
ち
の
木
」
「
月
夜
と
め
が
ね
」
と
い
う
紙
芝
居
を
上
演 

し
て
い
た
だ
き
、
一
一
〇
名
の
檀
信
徒
・
小
学
生
の
皆
様
に
大
型
紙
芝
居
を
楽
し 

ん
で
頂
き
ま
し
た
。 

  

孫
が
小
さ
な
手
を
合
わ
せ
る
の
を
見
て 

 
 
 
 
 
 

新
穂
清
水
寺
檀
家 

本
間 

栄 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
紙
芝
居
」
と
い
う
懐
か
し
い
響
き
に
誘
わ
れ
て 

孫
と
一
緒
に
出
か
け
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
孫
は 

小
学
一
年
生
で
す
。
初
め
て
の
体
験
で
ど
う
な
る 

の
か
、
や
や
不
安
で
し
た
が
、
紙
芝
居
が
始
ま
る
と 

食
い
入
る
よ
う
に
聴
き
入
り
、
第
一
話
の
「
蜘
蛛
の 

糸
」の
お
話
の
最
後
の
方
に
な
る
と
孫
は
小
さ
な 

手
を
合
わ
せ
、何
か
ブ
ツ
ブ
ツ（
お
経
か
な
⁈
）と 

言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
姿
が
愛
ら
し
く
、
き
っ 

と
家
族
が
仏
様
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
姿
を
見
て 

い
て
、自
然
と
孫
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と 

思
い
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。 

三
話
あ
っ
た
紙
芝
居
も
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が 

過
ぎ
ま
し
た
。
ご
先
祖
様
に
感
謝
す
る
心
を
親
か
ら 

子
へ
、そ
し
て
孫
へ
受
け
継
い
で
い
っ
て
も
ら
い
た
い 

も
の
で
す
。 

 

第 20 号 

 



第
七
十
六
次
全
国
檀
信
徒
総
代
協
議
会
に
参
加
し
て 

 

支
所
下
二
番 

慶
宮
寺 

総
代 

羽
二
生 

裕 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

薫
風
さ
わ
や
か
な
五
月
二
十
三
・
二
十
四
日
の
二
日
間
、 

東
京
都
文
京
区
に
あ
る
大
本
山
護
国
寺
及
び
リ
ー
ガ
ロ
イ 

ヤ
ル
ホ
テ
ル
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
標
記
総
代
協
議
会 

に
出
席
し
ま
し
た
。
全
国
か
ら
豊
山
派
檀
信
徒
総
代
三
十
四 

名
が
参
集
し
ま
し
た
。 

 

一
日
目
は
、
研
修
会
と
護
国
寺
観
音
堂
参
拝
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
研
修
会
の
講
師
は
、 

宗
学
研
究
所
指
導
教
授 

木
村
秀
明
様
よ
り
「
仏
の
道
と
は
」
と
い
う
演
題
で
ご
講
演 

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず
最
初
に
「
仏
教
は
難
し
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
り
ま
し 

た
。
確
か
に
仏
教
は
釈
迦
に
よ
り
イ
ン
ド
で
始
ま
り
、
二
千
五
百
年
以
上
の
長
い
歴
史 

が
あ
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
、
チ
ベ
ッ
ト
や
中
国
、
日
本
へ
と
伝
わ
っ
た
広
大
な
宗
教
で 

す
。
そ
の
仏
教
の
内
容
は
、
高
度
な
思
想
、
哲
学
、
医
学
、
数
学
な
ど
多
岐
多
様
で
あ 

る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

し
か
し
、
仏
の
教
え
が
私
た
ち
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
単
純
明
快
で
あ
り
、
分
か
り 

や
す
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
『
悪
い
こ
と
を
す
る
な
』
と
『
善
い
こ
と
を
な
せ
』 

と
い
う
二
つ
の
こ
と
で
す
。
そ
の
善
悪
の
基
準
は
、
仏
教
で
は
苦
と
楽
で
あ
る
と
の
こ
と
で 

す
。
善
い
行
い
を
す
れ
ば
善
い
結
果
が
得
ら
れ
、
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
悪
い
結
果
が
も
た 

ら
さ
れ
る
と
い
う
「
因
果
応
報
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
か
に
も
仏
教
の
優
し
さ
や
温
か
さ 

が
感
じ
ら
れ
る
日
本
的
な
発
想
だ
と
思
い
ま
し
た
。
人
は
煩
悩
や
欲
望
に
よ
っ
て
苦
を
招 

き
、
苦
を
な
く
せ
ば
楽
が
訪
れ
る
。
善
い
こ
と
（
悪
業
の
反
対
の
善
業
）
を
す
る
と
、
善 

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
に
は
『
功
徳
を
積
む
』
と
い
う
言
葉
が 

あ
り
ま
す
。
「
仏
の
み
ち
」
と
は
、
欲
を
か
か
ず
に
自
ら
の
楽
を
究
め
、
周
り
の
人
へ
の 

善
業
を
行
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
、
自
ら
の
充
実
し
た
素
晴
ら
し
い
人
生
に
つ
な
が
る 

と
い
う
お
話
で
し
た
。
そ
の
完
成
者
が
仏
で
あ
り
、
そ
の
実
践
者
が
「
菩
薩
」
で
あ
り
「
修 

行
者
」
で
あ
り
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
も
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
講
演
の
ま
と
め
で
し
た
。 

 

二
日
目
の
協
議
会
で
は
、
各
支
所
の
総
代
か
ら
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
、
人
間
関 

係
の
希
薄
化
な
ど
は
、
地
域
社
会
の
直
面
し
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
今
こ
そ
日
本
的
家
庭 

や
家
族
観
の
再
興
な
ど
が
重
要
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
ご
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の 

二
日
間
、
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
心
よ
り
厚 

く
感
謝
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
こ
の
度
の
報
告
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

仏
教
婦
人
会
佐
渡
支
部
の
活
動 

支
所
下
三
十
三
番 

宝
蔵
寺 

中
川 

千
恵
子 

 

令
和
六
年
四
月
よ
り
、
仏
教
婦
人
会
佐
渡
支
部
会
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。 

令
和
二
年
か
ら
四
年
ま
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
て
、
総 

会
も
研
修
会
も
全
く
開
催
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

令
和
六
年
は
総
会
後
、
会
員
の
皆
様
の
希
望
に
よ
り
新
穂
歴
史
民
俗
資
料 

館
で
、
裂
き
織
り
体
験
を
行
い
ま
し
た
。
足
腰
の
痛
さ
を
感
じ
ま
し
た
が
、 

す
ば
ら
し
い
作
品
を
完
成
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

六
月
は
檀
信
徒
研
修
会
、
諸
橋
精
光
師
の
超
大
型
紙
芝
居
を
拝
見
し
、
九 

月
は
佐
渡
・
信
越
地
方
布
教
師
会
の
研
修
会
で
、
名
取
芳
彦
先
生
の
講
演
を 

拝
聴
し
、
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

ご
詠
歌
練
習
も
七
月
か
ら
九
月
ま
で
、
月
二
回
（
八
月
は
お
盆
の
為
休
み
） 

練
習
を
し
、
十
月
に
は
、
相
川
、
金
井
、
新
穂
、
畑
野
の
寺
院
へ
ご
詠
歌
巡
礼 

を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

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
。
会
員
の
皆
様
と
力
を
合
わ
せ 

て
、
会
の
継
続
発
展
に
励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

              



青
少
年
研
修
会
を
終
え
て 

佐
渡
仏
教
青
年
会 

会
長 

金
子 

大
慶 

  

令
和
六
年
八
月
三
日(

土)

普
門
院
道
場
に
て
、
第
四
十
六
回
青
少
年
研
修
会
を 

開
催
し
ま
し
た
。
昨
年
同
様
に
二
箇
法
要
（
に
か
ほ
う
よ
う
＝
多
数
の
僧
侶
に
よ
る
法
要
の
形
式
）

を 

子
供
達
に
見
せ
て
あ
げ
た
い
と
相
談
し
、
本
年
度
は
奈
良 

総
本
山
長
谷
寺
よ
り
先 

生
に
ご
来
島
い
た
だ
き
ま
し
て
、
節
（
ふ
し
＝
旋
律
）
付
き
の
唱
禮
（
し
ょ
う
れ
い
＝
お
経
の
名 

前

）
等
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
講
師
の
先
生
、
仏
青
会
員
の
ご
協
力
を
い
た 

だ
き
夜
ま
で
練
習
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
子
供
達
も
流
し
そ
う
め
ん
を
す
る
と
、「
家
で
は
出
来
な
い
の
で
、
準
備
し 

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
楽
し
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
今
年
は
く
じ
引
き
の
景 

品
も
昨
年
の
倍
の
量
を
用
意
し
た
の
で
、
子
供
達
は
暑
い
中
汗
だ
く
に
な
り
な
が
ら 

必
死
に
探
し
て
い
ま
し
た
。 

先
生
方
が
一
年
に
渡
っ
て
準
備
し
た
事
の
全
て
が
、 

成
功
し
た
日
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 
 

合
掌 

 

青
少
年
研
修
会 

参
加
者
の
作
文
紹
介 

 

青
少
年
研
修
会 

 
 

計
良 

美
妃 

 

流
し
そ
う
め
ん
を
し
ま
し
た
。
ト
マ
ト
も
流
れ
て
き
て
、
と
て
も
楽
し
か
っ
た
。 

す
ば
る
さ
ん
と
お
に
ご
っ
こ
も
し
て
、
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
‼ 

最
後
に
、
く
じ
が
あ
ち
こ
ち
に
置
い
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
何
枚
か
取
っ
て
当
た 

り
が
で
た
ら
、
景
品
（
え
ら
べ
る
）
が
も
ら
え
ま
す
。 

そ
れ
が
一
番
よ
か
っ
た
で
す
‼ 

   

中
川 

礼
聖 

 

今
日
ぼ
く
は
青
少
年
研
修
会
に
参
加
し
ま
し
た
。 

最
初
、
ち
か
い
の
こ
と
ば
を
発
表
し
た
時
は
、
き
ん
ち
ょ
う
し
ま
し
た
。
そ
の 

後
は
、
お
経
を
よ
ん
だ
り
し
て
学
び
ま
し
た
。
お
昼
は
流
し
そ
う
め
ん
を
し
ま
し

た
。
最
後
は
く
じ
び
き
を
し
ま
し
た
。
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。 

当
た
り
は
、
貯
金
箱
だ
っ
た
り
ポ
ー
チ
だ
っ
た
り
、 

色
ん
な
景
品
が
あ
り
ま
し
た
。
お
経
の
時
に
、 

せ
い
ざ
を
す
る
の
が
き
つ
か
っ
た
で
す
。 

一
日
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

             

二箇法要の様子 

開所式 

流しそうめん 



 

    

寺 

院 

探 

訪 

佐
渡
宗
務
支
所
下
二
十
五
番 

恵え

日
山

に
ち
ざ
ん 

長
安
寺

ち
ょ
う
あ
ん
じ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
渡
市
沢
根 

 

住
職 

津
山 

照
光 

 

か
つ
て
存
在
し
た
沢
根
白
山
城
。
そ
の
裏
鬼
門
の
位
置
に
建
つ
長
安
寺
。 

「
外
堀
の
長
安
寺
」
と
い
わ
れ
る
。 

海
岸
は
「
須
川
湊
」
。
天
正
十
七
年(

１
５
８
９)

六
月
上
杉
軍
上
陸
地
。 

写
真
右
側
・
山
門
。
城
裏
門
を
移
築
と
の
伝
承
。 

天
正
十
六
年(

１
５
８
８) 

本
間
吉
郎
兵
ご
寄
進
。 

昭
和
五
十
六
年(

１
９
８
１)

改
修
。 

写
真
中
央
よ
り
左
側
・
長
屋
門
。
漆
喰
壁
。
武
士
の
み 

許
可
。
菱
形
「
武
者
窓
」
が
印
象
的
。
約
三
百
年
前
の 

建
築
。
平
成
二
十
四
年(

２
０
１
２)

改
修
。 

[

勘
解
由]

（
か
げ
ゆ
）

と
い
う
武
士
名
を
残
す
檀
家
が
記
録
に 

散
見
。
本
堂
は
二
度
全
焼
。
現
本
堂
は
、
平
城
本
間
氏
に
よ
り
再
々
建
。 

寛
政
元
年(

１
７
８
９)

二
月
。
昭
和
五
十
五
年(

１
９
８
０)
改
築
。 

本
尊
は
不
動
明
王
。
最
古
の
仏
像
は
歓
喜
仏(

絵･

左
側)

。 

初
代
は
、
法
印 

海
秀
。
長
禄
元
年(

１
４
５
７)

寂
。 

昭
和
四
十
七
年(

１
９
７
２)

五
十
里
の
吉
祥
寺
と
合
併
。 

什
宝
の
六
角
寶
幢
式
経
筒
・(

絵･

右
側)

。
銘
に
あ
る
。 

[

奉
納
大
乗
妙
典
六
十
六
部]

・[

下
野
国
之
住
・
道
心 

弘
治
三
年 

今
月
日] 

弘
治
三
年
は
１
５
５
７
年
。
「
六
十
六
部
廻
国
巡
礼
」
と
関
連
。 

平
城･

吉
郎
兵
の
両
本
間
家
と
も
直
系
ご
当
主
健
在
。 

沢
根
定
住
上
杉
家
臣
団
に
「
本
間
」
を
名
の
っ
た
者
が
居
り
、
檀
家
に
現
存
。 

米
沢
定
住
の
本
間
一
族
に
「
沢
根
」
と
名
の
っ
た
家
が
有
り
、
彼
地
に
現
存
。 

関
連
は
不
明
だ
が
静
岡
県
浜
松
市
某
所
に
は
、
「
沢
根
」
家
が
十
数
軒
現
存
。 

来
寺
し
た
浜
松
在
住
沢
根
氏
は
、
「
沢
根
が
ル
ー
ツ
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
」
と
。 

[

人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は
堀
、
・
・]

。 

 真
言
宗 

お
寺
の
Ｑ
＆
Ａ 

 Ｑ
、

 ⇦
 

こ
れ
は
、
何
の
マ
ー
ク
で
す
か
？ 

  

Ａ
、 

こ
れ
は｢

輪
違
（
わ
ち
が
い
）｣

と
言
っ
て
、
真
言
宗
豊
山
派
の
宗
紋
（
宗 

派
を
象
徴
す
る
紋
章
）
で
す
。
こ
こ
で
は
山
吹
色
で
す
が
、
色
の
決
ま
り 

は
な
い
よ
う
で
す
。 

豊
山
派
僧
侶
の
袈
裟
や
持
ち
物
、
こ
の
支
所
便
り
に
も
使
用
し
て
い
ま
す
。 

 

「
輪
違
（
わ
ち
が
い
）
」
は
、
凡
聖
不
二
（
ぼ
ん
じ
ょ
う
ふ
に
）
と
い
う 

仏
さ
ま
と
私
た
ち
衆
生
（
し
ゅ
じ
ょ
う
）
は
、
同
じ
で
異
な
る
こ
と
は
な
い
。 

と
い
う
教
え
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

能
登
半
島
地
震
災
害 

義
援
金
の
御
礼 

 

六
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
檀
信
徒
研
修
会
に
て
、
募
金
を
お
願
い
し
た
所 

皆
様
の
温
か
い
ご
協
力
の
お
か
げ
で
、
５
１
，
６
０
０
円
も
の
御
寄
付
が
集 

ま
り
ま
し
た
。
お
預
か
り
し
た
義
援
金
は
、
六
月
十
八
日 

佐
渡
市
社
会
福 

祉
協
議
会
へ
能
登
半
島
地
震
災
害
義
援
金
と
し
て
届
け
ま
し
た
こ
と
を
こ 

こ
に
報
告
致
し
ま
す
。
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
、 

心
か
ら
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
被
災
地
が
一
日
も
早
く
復
旧
し
、 

復
興
へ
と
歩
み
を
進
め
ら
れ
る
よ
う 

心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

 絵：近松 行雄 

 

長安寺全景 


