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平
成
二
十
二
年
秋
に
研
修
の
た
め
山
形
県
の
鳥
海
山
の
麓
に
あ
る
永
泉
寺
と

い
う
寺
に
行
き
ま
し
た
。
私
達
が
寺
に
到
着
し
て
、
な
に
げ
な
く
門
前
の
川
に
目

を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
痛
々
し
い
傷
つ
い
た
何
匹
も
の
鮭
が
お
り
ま
し
た
。
一

万
数
千
キ
ロ
と
も
い
え
る
長
旅
を
終
え
、
母
川
回
帰
し
た
鮭
達
で
し
た
。 

鮭
達
は
約
四
年
前
の
晩
秋
、
川
の
上
流
で
孵
化
し
、
翌
春
わ
ず
か
五
セ
ン
チ
に

も
満
た
な
い
身
体
を
流
れ
に
任
せ
て
湾
に
下
り
、
さ
ら
に
外
洋
か
ら
ベ
ー
リ
ン
グ

海
、
ア
ラ
ス
カ
湾
を
季
節
ご
と
に
回
遊
し
て
子
孫
を
残
す
た
め
に
母
な
る
生
ま
れ

た
川
に
帰
っ
て
き
た
の
で
し
た
。
私
は
し
ば
し
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
鮭
に
目
を
こ

ら
し
ま
し
た
。
河
口
か
ら
目
的
地
ま
で
の
遡
上
は
数
々
の
障
害
や
危
険
を
乗
り
越

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
命
が
け
の
旅
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
本
能
と
嗅
覚
と
を
頼

り
に
目
的
の
清
流
に
辿
り
着
い
た
雌
鮭
は
雄
鮭
に
護
ら
れ
な
が
ら
、
既
に
す
り
減

り
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
尾
と
鰭
を
駆
使
し
て
川
底
に
産
卵
す
る
た
め
の
床
を
造

り
放
卵
・
放
精
す
る
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
そ
の
卵
床

を
砂
利
で
隠
し
、
生
涯
の
使
命
完
遂
の
時
を
迎
え
る
の
で
す
。
間
も
な
く
迎
え
る

死
の
時
ま
で
母
鮭
は
、
卵
床
の
周
囲
を
巡
っ
て
我
が
子
の
命
の
芽
を
護
り
、
つ
い

に
骸
と
な
り
ま
す
。
そ
の
寸
前
の
姿
が
目
の
前
に
い
る
の
で
す
。
な
ん
だ
か
役
目

を
す
べ
て
終
え
た
安
ら
ぎ
が
見
て
取
れ
ま
し
た
。
こ
の
鮭
達
は
や
が
て
骸
と
な
っ

て
森
の
猛
禽
類
を
養
い
、
微
生
物
に
分
解
さ
れ
、
森
と
川
と
海
を
肥
や
し
稚
魚
達

を
育
み
ま
す
。
こ
れ
が
、
悠
久
の
摂
理
に
生
死
す
る
鮭
の
一
生
で
す
。 

 

鮭
は
遙
か
昔
か
ら
、
そ
の
身
に
具
わ
る
特
性
に
素
直
に
寄
り
そ
っ
て
鮭
ら
し
く

生
き
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
む
ろ
ん
人
間
に
も
独
自
の
特
性
が
具
わ
っ
て
い
ま
す

が
、
と
も
す
れ
ば
人
は
そ
の
特
性
を
誤
用
す
る
た
め
に
人
間
ら
し
さ
を
歪
め
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

そ
れ
で
は
誤
用
さ
れ
が
ち
な
人
間
の
特
性
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
私
達
の
「
自
己
」
の
仕
組
み
と
働
き
に
見
ら
れ
る
も
の
で
す
。
鮭
だ

け
で
な
く
生
き
と
し
生
き
る
も
の
全
て
に
「
自
己
」
が
あ
り
ま
す
。
鮭
は
極
め
て

シ
ン
プ
ル
で
あ
る
の
に
対
し
人
間
は
と
て
も
複
雑
な
た
め
に
誤
用
し
が
ち
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。 
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人
間
の
「
自
己
」
に
は
四
つ
あ
る
と
い
い
ま
す
。 

一
つ
め
は
身
体
の
自
己
、
免
疫
と
も
い
い
ま
す
。
免
疫
は
昼
夜
を
分
か
た
ず
私
た

ち
の
身
体
を
人
間
ら
し
く
護
っ
て
い
ま
す
。 

二
つ
め
は
本
性
の
自
己
。
こ
れ
は
生
物
す
べ
て
に
あ
り
、
原
始
的
性
癖
、
本
能
と

も
言
え
ま
す
。 

三
つ
め
は
理
性
の
自
己
。
こ
れ
は
本
能
の
自
己
と
は
対
峙
す
る
関
係
に
あ
り
、
ま

た
、
先
天
的
に
具
わ
っ
て
い
る
も
の
で
な
く
、
躾
や
教
育
に
よ
っ
て
発
育
す
る

も
の
で
す
。 

四
つ
め
は
三
つ
め
自
己
を
統
括
管
理
す
る
自
己
。
人
が
「
私
」
と
認
識
し
て
い
る

の
は
こ
の
自
己
で
す
。
こ
の
「
自
己
」
が
肝
心
要
の
自
己
な
の
で
す
。
時
に
本

能
の
暴
走
を
制
御
し
、
溢
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
転
換
し
て
理
性
を
育
て
、
そ
の

質
を
高
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
は
、
自
己
の
主
人
公
た
る
第
四
の
自
己
を
油
断
な
く

正
し
く
機
能
す
る
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
の
教
え
が
仏
教
で
あ
る
と

存
じ
ま
す
。 

『
無
門
関
』
と
い
う
語
録
に
「
瑞
巖
主
人
公
」
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

和
尚
は
毎
日
自
分
を
主
人
公
と
呼
ん
で
、
自
ら
答
え
「
ぼ
ん
や
り
す
る
な
」「
他
人

か
ら
だ
ま
さ
れ
る
な
」
と
自
警
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
私
達
も
こ
の
先
人
の
よ
う

に
自
ら
を
統
治
す
る
呼
び
か
け
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。 

            

臘
八
摂
心
に
参
加
し
て 

 
 
 
 
 
 
 

松
倉 

ま
り
子 

十
二
月
八
日
は
成
道
会
で
す
。
お
釈
迦
様
が
お
悟
り
を
開
か
れ
た
日
に
な
り
ま

す
。
毎
年
長
光
寺
で
は
、
通
常
の
坐
禅
会
の
他
に
臘
八
摂
心
と
い
っ
て
一
般
の
参

禅
者
の
方
と
十
二
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
夜
の
坐
禅
を
し
て
お
り
ま
す
。
私
も
毎

年
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
坐
禅
の
始
ま
る
合
図
に
鐘
の
音
が
三
つ
坐
禅
堂
内
に
響

き
渡
り
ま
す
。
み
ん
な
背
筋
を
伸
ば
し
緊
張
し
た
空
気
の
中
、
し
ば
ら
く
坐
っ
て

い
る
と
住
職
の
口
宣
が
始
ま
り
ま
す
。
口
宣
と
は
坐
禅
中
に
行
う
短
い
法
話
の
こ

と
で
す
。
昨
夜
の
お
話
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
し
た
。 

「
地
球
は
一
秒
間
に
３
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
さ
で
太
陽
の
周
り
を
回
っ
て
お

り
ま
す
。
私
達
は
超
高
速
で
動
く
地
球
と
い
う
乗
り
物
に
乗
っ
て
い
な
が
ら
、
落

ち
る
心
配
も
な
く
、
そ
の
速
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
安
心
し
て
過
ご
す
事
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
大
慈
悲
と
い
う
船
に
乗
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
天
地

宇
宙
と
一
体
と
な
り
、
そ
の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く

の
が
坐
禅
で
あ
り
ま
す
。
目
で
見
た
り
、
耳
で
聞
い
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
け
れ
ど
本
当
は
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
世
の
中
に
は
沢
山
あ
り

ま
す
。」 

お
話
は
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
が
、
そ
の
法
話
を
聴
き
な
が
ら
、
ふ
と
思
い
ま
し
た
。

仏
様
や
観
音
様
は
私
達
の
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
仏
像
と
し
て
存
在
し

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
で
も
、
本
当
は
大
宇
宙
で
あ
り
大
自
然
で
あ
り
一
輪
の

花
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
今
日
出
会
っ
た
人
で
あ
っ
た
り
と
、
い
つ
ど
こ
に
で
も

姿
を
変
え
て
、
私
た
ち
を
導
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
こ
れ
も
目
に
見
え
な
く
て
も

本
当
は
あ
る
仏
様
の
お
姿
で
あ
り
、
大
慈
悲
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
気
付
き
感
謝
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
な
が
ら
坐
っ

て
お
り
ま
し
た
。
本
来
は
坐
禅
中
に
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
も
雑
念
な
の
で
い

け
な
い
の
で
す
。
す
ぐ
に
心
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
姿
勢
と
呼
吸
だ
け
に
集
中
す
よ
う

に
心
掛
け
ま
す
。 

み
な
さ
ん
も
、
ち
ょ
っ
と
坐
禅
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け

ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
お
寺
っ
て
、
お
葬
式
や
法
事
や
お
墓
参
り
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
坐
禅
、
お
写
経
、
御
詠
歌
と
お
釈
迦
様
の
教
え
を
学
び
た
い
方
の
た
め
に
い

つ
で
も
門
を
開
い
て
い
ま
す
。
仏
様
の
教
え
は
、
大
き
く
て
広
く
て
有
り
難
い
大

慈
悲
の
教
え
な
の
で
す
。
そ
し
て
自
分
だ
け
で
な
く
自
分
と
と
も
に
生
き
る
こ
の

世
の
す
べ
て
の
人
の
幸
せ
を
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
願
い
、
精
進
し
て
ま
い
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

 

遡上する鮭 
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長
光
寺
の
歴
史 

戦
災
に
よ
る
伽
藍
焼
失
に
つ
い
て
は
前
回
の
号
で

述
べ
ま
し
た
。
戦
後
の
長
光
寺
は
先
代
住
職
の
戦
地

よ
り
復
員
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
八
王
子
方
面
へ
疎
開

し
て
い
た
本
尊
様
や
過
去
帳
、
そ
し
て
寺
の
家
族
が

百
人
町
に
戻
る
に
は
少
し
時
間
が
必
要
で
し
た
。
寺

の
建
物
が
無
け
れ
ば
仏
様
の
安
置
も
で
き
ま
せ
ん
。

で
も
建
築
資
材
が
不
足
し
て
い
る
そ
の
当
時
に
あ
っ

て
は
、
仮
本
堂
を
建
設
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
し
ば
ら
く
疎

開
地
に
て
生
活
を
し
て
、
住
職
が
用
事
の
時
だ
け
百

人
町
の
寺
の
跡
地
に
通
っ
て
い
た
よ
う
で
し
た
。 

幸
い
に
も
先
代
の
奥
様
か
ら
時
々
茶
飲
み
話
で
、

こ
の
当
時
の
お
話
を
聞
き
、
疎
開
地
で
食
糧
が
乏
し

か
っ
た
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
東
京

で
生
ま
れ
て
地
方
の
生
活
を
知
ら
な
い
奥
様
は
、
馴

れ
な
い
寒
い
地
方
で
難
儀
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
東
京
に
在
住
し
た
す
べ

て
の
人
が
同
じ
苦
し
み
を
経
験
し
た
こ
と
で
し
た
。

お
檀
家
の
皆
様
も
戦
後
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
同
様

な
思
い
を
持
た
れ
た
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

 

戦
後
の
新
宿
の
復
興
が
始
ま
る
頃
、
よ
う
や
く
長

光
寺
で
も
仮
本
堂
と
庫
裡
の
建
物
が
仕
上
が
る
の
を

機
に
、
疎
開
地
よ
り
戻
っ
た
住
職
や
家
族
は
戦
後
の

復
興
の
中
で
寺
を
護
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
戦
災

は
建
物
だ
け
で
な
く
墓
地
に
も
惨
禍
を
残
し
ま
し
た
。

空
襲
に
よ
る
火
災
に
よ
っ
て
墓
石
が
相
当
数
傷
み
、

中
に
は
空
襲
に
よ
っ
て
家
族
が
全
員
亡
く
な
る
と
い

う
痛
ま
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
歴
史
に

と
っ
て
も
未
曽
有
の
出
来
事
で
あ
り
、
大
変
な
苦
難

の
日
々
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

朝
鮮
動
乱
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
戦
後
の
右
肩
上

が
り
の
経
済
成
長
が
な
さ
れ
、
東
京
五
輪
後
の
新
宿

は
に
ぎ
や
か
な
街
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
お
檀
家
の

皆
さ
ん
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
ま
し
た
が
、
長
光

寺
は
そ
の
ま
ま
の
佇
ま
い
で
し
た
。
先
代
の
住
職
の

体
調
が
す
ぐ
れ
ず
横
臥
の
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
そ

し
て
つ
い
に
昭
和
六
十
一
年
に
遷
化(

死
去)

さ
れ
て

し
ま
し
た
。 

後
任
者
が
不
在
の
た
め
、
宗
派
の
規
定
に
よ
り
兼
務

住
職
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
山
梨
県
東
光
寺
住
職
の

大
塚
雄
参
師
で
す
。
幸
い
に
も
寺
の
維
持
に
尽
力
さ

れ
、
高
い
見
識
を
も
っ
て
法
灯
を
点
し
て
い
た
だ
け

ま
し
た
。 

そ
し
て
十
年
余
の
間
、
寺
を
護
っ
て
下
さ
っ
た
の
は

先
代
住
職
夫
人
で
し
た
。
物
騒
な
新
宿
で
女
性
の
独

り
暮
ら
し
で
し
た
。幾
重
に
も
鍵
を
閉
め
て
暮
ら
し
、

万
が
一
の
時
は
隣
地
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
と
木
戸
を
設
け
、
慎
重
に
独
り
で
寺
を
維
持
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。
老
い
た
身
体
に
も
め
げ
ず
、
皆
さ

ん
に
は
に
こ
や
か
に
応
対
し
、
自
分
に
厳
し
く
、
他

に
寛
大
な
方
で
気
品
の
あ
る
方
で
し
た
。
気
丈
な
気

持
ち
で
寺
を
護
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
平
成
十

年
に
病
魔
の
侵
す
こ
と
と
な
り
、
平
成
九
年
に
新
住

職
の
就
任
を
見
届
け
、
静
か
に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。 

「
住
職
は
本
山
の
修
行
を
し
た
資
格
の
あ
る
人
に
」

と
い
う
信
念
を
曲
げ
ず
に
終
始
し
て
、
親
族
の
情
に

も
流
さ
れ
ず
筋
を
通
し
た
方
で
し
た
。
こ
の
方
の
存

在
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。 

 

「
本
年
『
長
光
寺
の
歴
史
』
と
し
て
小
冊
子
を
発
刊

い
た
し
ま
す
。
創
建
当
時
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で

の
歴
史
資
料
を
ど
れ
だ
け
網
羅
で
き
る
か
判
り
ま

せ
ん
が
、
代
々
法
灯
を
継
承
し
て
い
た
だ
い
た
先

人
へ
の
、
さ
さ
や
か
な
報
恩
と
な
れ
ば
幸
い
と
存

じ
ま
す
」 

                      

戦後から平成十二年までの長光寺本堂 
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施
食
会
の
お
知
ら
せ 

来
年
も
ま
た
五
月
二
十
三
日
に
施
食
会
を
行
い
ま

す
。
一
年
に
一
度
の
ご
先
祖
様
の
供
養
な
の
で
、
ど

う
ぞ
奮
っ
て
ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

墓
地
管
理
料
に
つ
い
て 

  

墓
地
管
理
料
な
の
で
す
が
、
同
じ
名
字
の
方
が
多

い
の
で
今
後
は
フ
ル
ネ
ー
ム
を
書
い
て
い
た
だ
け
る

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
お
手
間
を
か
け
て
大

変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。 

                

 

長
光
寺
の
年
間
行
事
（
平
成
二
十
九
年
） 

  

一
月
一
日
～
三
日 

 

大
般
若
祈
祷 

 

二
月
十
五
日 

 
 
 

涅
槃
会 

 

三
月 

 
 
 
 
 
 

春
の
彼
岸
会 

 

四
月
六
日 

 
 
 
 

花
ま
つ
り 

 

春
予
定 
 
 
 
 
 

坂
東
観
音
巡
礼 

 

五
月
二
十
三
日 

 
 

施
食
会 

 

七
月 

 
 
 
 
 
 

盂
蘭
盆
会 
 

九
月 

 
 
 
 
 
 

秋
の
彼
岸
会 

 
秋
予
定 

 
 
 
 
 

坂
東
観
音
巡
礼 

 
十
二
月
一
日
～
八
日 

臘
八
摂
心 

  
 

八
日 

 
 
 
 

成
道
会 

 

そ
の
他
月
行
事
と
し
て
第
一
、
第
三
土
曜
日
に
経
験
者

様
向
け
坐
禅
会
。
第
二
土
曜
日
に
初
心
者
様
向
け
の
坐
禅

会
を
、
ど
ち
ら
も
十
四
時
か
ら
行
っ
て
お
り
ま
す
。
初
心

者
様
向
け
坐
禅
会
に
関
し
ま
し
て
は
予
約
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
ま
た
梅
花
講
を
第
二
、
第
四
月
曜
日
（
変
更
あ

り
）
に
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。 

年
間
行
事
、
月
行
事
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

是
非
体
験
し
て
み
て
下
さ
い
。 

編
集
後
記 

 

◆
こ
れ
か
ら
の
長
光
寺 

今
年
も
ま
た
一
年
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

昨
年
の
編
集
後
記
で
こ
れ
か
ら
の
長
光
寺
は
ど
こ

へ
向
か
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
ま
し

た
。
本
年
度
は
そ
れ
を
模
索
す
る
年
だ
っ
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。 

今
年
色
々
と
新
し
い
こ
と
を
始
め
た
際
、
褒
め

ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
怒
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
辛
い
こ
と
も
多
く
あ
っ
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
経
験
が
自
分
の
肉
や
骨
と

な
り
、
自
分
の
身
に
つ
き
成
長
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は

長
光
寺
の
た
め
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

お
寺
離
れ
が
進
む
昨
今
、
今
ま
で
の
や
り
方
で

は
お
寺
離
れ
が
余
計
に
進
む
ば
か
り
で
す
。
長
光

寺
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
も
多
く
の
経
験
を
積
み
、

精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
徳
允
記
） 

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fheisui%2Fe%2F6eb11b2fcbbd9c7d6fb0f8f538965ab5&ei=s3B-VLm5JYXAmwX16YCgDA&usg=AFQjCNH2feMEkL26QGTMG8Rm1j2-ItfxLA&bvm=bv.80642063,d.dGY
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fheisui%2Fe%2F6eb11b2fcbbd9c7d6fb0f8f538965ab5&ei=s3B-VLm5JYXAmwX16YCgDA&usg=AFQjCNH2feMEkL26QGTMG8Rm1j2-ItfxLA&bvm=bv.80642063,d.dGY

