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�
中
尊
寺
境
内
で
説
明
を
聞
く
斎
藤
教
授
（
前

　

列
左
か
ら
２
人
目
）
と
稲
葉
室
長
（
右
隣
）
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現
地
指
導
会
は
、
保
存
管
理
の
具

体
的
な
進
め
方
で
不
足
す
る
点
や
課

題
を
第
三
者
の
目
か
ら
改
め
て
明
ら

か
に
し
、
９
月
を
め
ど
に
策
定
中
の

「
保
存
管
理
推
進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
」
に
反
映
さ
せ
る
た
め
県
教
委
が

開
き
ま
し
た
。今
秋
調
査
に
訪
れ
る
、

ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
で
あ
る
イ
コ

モ
ス
委
員
の
対
応
に
役
立
て
る
た
め

で
も
あ
り
ま
す
。

　

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
訪
れ
た
の

は
、
文
化
庁
Ｏ
Ｂ
で
、
日
本
イ
コ
モ

ス
国
内
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
、
建

築
や
文
化
財
保
護
を
専
門
と
す
る
筑

波
大
大
学
院
の
斎
藤
英
俊
教
授
、
東

京
文
化
財
研
究
所
国
際
企
画
情
報
研

究
室
の
稲
葉
信
子
室
長
。
２
人
は
白

川
郷
の
世
界
遺
産
登
録
に
も
尽
力
し

て
い
ま
す
。
県
教
委
、
関
係
３
市
町

の
職
員
ら
約　

人
が
参
加
し
、
指
導

30

を
受
け
ま
し
た
。

　

初
日
は
中
尊
寺
、毛
越
寺
、無
量
光

院
跡
、柳
之
御
所
遺
跡
、
金
鶏
山
、
達

谷
窟
を
視
察
し
て
い
ま
す
。
中
尊
寺

で
は
北
嶺
執
事
に
、
指
定
建
造
物
や

現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
能
な
ど

に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
を
受

け
ま
し
た
。
毛
越
寺
で
は
藤
里
執
事

長
か
ら
、
庭
園
の
復
元
整
備
に
つ
い

て
と
、
現
在
悩
ん
で
い
る
松
く
い
虫

に
つ
い
て
話
が
あ
り
ま
し
た
。
金
鶏

山
で
は
、
眺
望
の
確
保
が
課
題
と
の

指
摘
を
受
け
て
い
ま
す
。
達
谷
窟
で

は
、達
谷
窟
別
当
が
説
明
し
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
一
関
市
の
骨
寺
村
荘
園

遺
跡
、奥
州
市
の
長
者
ケ
原
廃
寺
跡
、

白
鳥
舘
遺
跡
を
視
察
し
ま
し
た
。

　

終
了
後
の
記
者
会
見
で
、
稲
葉
室

長
は
「
浄
土
思
想
に
基
づ
き
、
文
化

財
や
景
観
を
つ
な
ぐ
視
点
は
、
ア
ン

コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
な
ど
の
よ
う
に
単

体
で
浄
土
を
表
す
の
で
は
な
く
、
都

市
と
し
て
の
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
、

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
上
で
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
」
と
高
く
評
価
し
ま
し

た
。

　

そ
の
上
で
、
個
々
の
史
跡
を
結
ぶ

バ
ッ
フ
ァ
ゾ
ー
ン
の
景
観
保
全
の
大

切
さ
を
指
摘
。「
最
近
の
世
界
遺
産
は

景
観
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
関
係
市

町
の
景
観
条
例
を
実
効
性
の
あ
る
も

の
に
す
る
た
め
に
は
、
景
観
を
ど
う

守
っ
て
い
く
の
か
行
政
、
事
業
者
、

住
民
と
の
間
に
相
互
理
解
と
協
力
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
学

習
会
や
意
見
交
換
会
は
不
可
欠
」
と

助
言
し
ま
し
た
。

　

斎
藤
教
授
は
「
交
通
の
要
衝
地
と

い
う
地
勢
か
ら
、
平
泉
に
は
国
道
４

号
や
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
、
高
速
道
路
、

鉄
塔
な
ど
、
青
森
ま
で
つ
な
が
る
幹

線
が
多
数
あ
る
。
そ
の
中
で
、
金
鶏

山
に
あ
る
送
電
線
の
鉄
塔
が
景
観
の

障
害
に
な
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た

上
で
、「
県
が
東
北
電
力
な
ど
関
係
者

と
協
議
を
進
め
て
い
る
状
況
で
あ
る

こ
と
を
示
し
、
今
後
ど
う
解
決
し
て

い
く
の
か
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
大

5 �� ������

切
」
と
助
言
し
ま
し
た
。

　

平
泉
バ
イ
パ
ス
と
堤
防
建
設
に
つ

い
て
は
「
住
民
の
生
活
と
、
重
要
な

遺
産
を
守
る
た
め
に
、
ル
ー
ト
ま
で

変
更
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
水
害

を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
る
し
、
渋
滞
も

解
消
さ
れ
、
さ
ら
に
は
現
在
の
国
道

の
交
通
量
も
減
る
こ
と
か
ら
、
中
尊

寺
で
の
騒
音
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
」

と
の
認
識
を
示
し
、「
平
泉
で
は
過
去

の
公
共
工
事
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ

ま
な
努
力
を
し
て
遺
産
を
守
っ
て
き

た
。
無
量
光
院
跡
を
分
断
す
る
Ｊ
Ｒ

東
北
本
線
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る

が
、
ル
ー
ト
選
定
に
当
た
っ
て
は
、

本
堂
礎
石
を
避
け
る
よ
う
に
配
慮
さ

れ
て
い
る
。
東
北
自
動
車
道
も
、
毛

越
寺
と
中
尊
寺
を
守
る
た
め
、
ル
ー

ト
を
西
に
変
更
し
、
関
山
丘
陵
を
ト

ン
ネ
ル
で
通
過
す
る
こ
と
に
な
っ

た
」
と
説
明
。「
こ
れ
ら
現
在
に
必
要

不
可
欠
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
、
マ
イ

ナ
ス
要
因
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は

な
く
、積
極
的
に
守
っ
て
き
た
結
果
、

現
在
に
至
っ
た
と
、
プ
ラ
ス
に
表
現

す
べ
き
」
と
助
言
し
ま
し
た
。

　

稲
葉
室
長
は
、
景
観
課
題
に
つ
い

て
「
県
が
策
定
を
進
め
て
い
る
保
存

管
理
推
進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
中

で
短
期
・
中
長
期
の
方
向
性
を
示
し
、

将
来
に
わ
た
る
保
存
管
理
と
し
て

行
っ
て
い
く
べ
き
だ
」
と
訴
え
ま
し

た
。

　

県
教
委
生
涯
学
習
文
化
課
の
齋
藤

憲
一
郎
総
括
課
長
は
「
課
題
を
認
識

で
き
、
大
変
有
意
義
な
指
導
会
だ
っ

た
。
今
後
は
バ
ッ
フ
ァ
ゾ
ー
ン
の
景

観
条
例
の
趣
旨
を
住
民
に
理
解
し
て

い
た
だ
き
、
地
域
一
体
と
な
っ
た
保

存
管
理
の
機
運
を
醸
成
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
鉄
塔
に
つ
い

て
は
「
移
設
や
埋
設
な
ど
、
将
来
的

に
ど
う
す
れ
ば
理
解
を
得
ら
れ
る

か
、
今
秋
の
イ
コ
モ
ス
の
調
査
ま
で

に
検
討
し
、
方
針
を
決
め
た
い
」
と

述
べ
、
９
月
ま
で
に
ま
と
め
る
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
対
応
を
示
す
考
え

を
示
し
ま
し
た
。

�
記
者
会
見
で
課
題
を
指
摘
す
る

　

稲
葉
室
長
と
斎
藤
教
授
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追
加
指
定
が
答
申
さ
れ

た
倉
町
遺
跡
の
面
積
は
、

１
万
９
８
２
平
方
㍍
。
柳

之
御
所
・
平
泉
遺
跡
群
と

し
て
は
４
カ
所
目
。
旧
観

自
在
王
院
庭
園
の
南
側
に

位
置
し
、
平
成　

、　

年

14

17

度
の
調
査
で
太
さ　

―　
30

40

㌢
の
柱
を
持
つ
大
型
建
物

跡
（
東
西　

・
５
㍍
、
南

12

北
６
㍍
）
が
１
棟
ず
つ
発

見
さ
れ
ま
し
た
。

　

歴
史
書
「 
吾
妻
鏡 
」
に

あ
づ
ま
か
が
み

は「
倉
町
を
造
り
並
べ
る
。

ま
た
数
十
の
高
屋
を
建

つ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

観
自
在
王
院
の
南
側
に
高

屋
の
建
つ
倉
町
が
存
在
し

た
こ
と
を
表
し
て
い
ま

す
。
近
年
発
見
さ
れ
た
遺
跡
は
、

こ
の
倉
町
の
一
部
だ
っ
た
と
み
ら

れ
ま
す
。

　

町
教
委
で
は
「
宝
物
の
よ
う
な

大
切
な
物
を
納
め
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。
年
代
や
構
造
を
考
慮
す

れ
ば
、
藤
原
氏
と
の
関
係
性
も
高

い
。『
都
市
・
平
泉
』
の
町
並
み
を

考
え
る
上
で
重
要
な
遺
跡
」
と
分

析
し
て
い
ま
す
。

　

同
遺
跡
は
昨
年
末
、
ユ
ネ
ス
コ

に
世
界
遺
産
登
録
推
薦
書
が
提

出
、
受
理
さ
れ
た
「
平
泉
の
文
化

遺
産
」
の
構
成
資
産
に
は
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
コ
ア
ゾ
ー

ン
（
核
心
地
域
）
に
値
す
る
重
要

性
が
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
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近
年
の
発
掘
調
査
で
大
型
建
物

や
道
路
の
跡
が
発
見
さ
れ
、
改
め

て
こ
の
地
域
の
重
み
が
実
感
さ
れ

ま
し
た
。
世
界
遺
産
登
録
に
向
け

て
も
大
き
な
弾
み
に
な
り
ま
す
。
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年
度
の
発
掘
調
査
で

14

　

出
土
し
た
大
型
建
物
跡


