
　
《
道
成
寺
》最
大
の
見
せ
場
で
あ
る
鐘
入
り
は
、現
在
は
各
流

に
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
が
あ
る
が
、大
別
す
る
と
、外
か
ら
飛
び
こ

む
金
剛
流
や
金
春
流
の
鐘
入
り
と
、鐘
の
下
に
入
っ
て
か
ら
ジ
ャ

ン
プ
す
る
観
世
流
、宝
生
流
、喜
多
流
の
鐘
入
り
の
二
つ
に
な
る
。

し
か
し
、も
う
ひ
と
つ
、そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
第
三
の
鐘
入
り

が
あ
る
。そ
れ
は
昭
和
四
十
二
年
に
水
道
橋
能
楽
堂
に
お
い
て
、

金
春
流
の
桜
間
道
雄
が
そ
の
古
稀
記
念
能
で
み
せ
た
鐘
入
り
で
、

そ
れ
は
鐘
の
下
に
座
し
て
鐘
を
静
か
に
お
ろ
す
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

　

こ
の
桜
間
道
雄
の
鐘
入
り
は
、古
稀
を
む
か
え
た
金
春
流
の

名
手
が
同
流
の
あ
の
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
鐘
入
り
を
ど
の
よ
う

に
処
理
す
る
か
と
い
う
点
で
能
界
の
注
目
を
集
め
た
が
、道
雄

の
鐘
入
り
は
そ
う
し
た
大
方
の
期
待
の
裏
を
か
く
て
い
の
も
の

だ
っ
た
。こ
の
鐘
入
り
に
た
い
し
て
は
、飛
び
込
め
な
い
な
ら《
道

成
寺
》は
舞
う
べ
き
で
は
な
い
、と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

こ
の「
飛
び
込
み
な
し
の
鐘
入
り
」は
じ
つ
は
道
雄
個
人
の
工
夫

で
は
な
く
、桜
間
家
所
蔵
の
型
付
と
い
う
し
か
る
べ
き
根
拠
に
よ

る
鐘
入
り
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
は
昭
和
四
十
七
年
に
出
た
道
雄
の
芸
談
集『
能
・
捨

心
の
芸
術
』（
朝
日
新
聞
社
）に
収
め
ら
れ
た「「
道
成
寺
」の
再

演
と
挿
話
」と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
れ

に
よ
れ
ば
、そ
の
型
は「
廻
し
入
り
」と
呼
ば
れ
て
い
て
、「
シ
テ

が
鐘
の
下
に
入
り
正
面
を
向
き
、鐘
の
内
側
の
縁
に
両
手
を
か

け
、左
へ
鐘
と
と
も
に
一
廻
り
し
て
正
面
を
向
き
、拍
子
を
踏
ん

で
、静
か
に
鐘
を
お
ろ
す
」と
い
う
も
の
で
あ
る
。
道
雄
は
そ
の

第
三
の
鐘
入
り
を
紹
介
し
た
あ
と
、「
私
は
こ
の
演
出
に
、「
道
成

寺
」と
い
う
は
な
は
だ
通
俗
的
な
、技
術
本
位
と
思
わ
れ
る
見
せ

場
の
多
い
曲
に
、能
の
う
ち
で
も
も
っ
と
も
優
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
、芸
術
的
な
演
出
を
え
ら
ん
だ
意
図
を
感
じ
、く
み
と
っ
た
。

誰
が
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
着
想
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」

と
記
し
て
い
る
。

　

道
雄
の「
飛
び
込
み
な
し
の
鐘
入
り
」は
こ
う
し
て
実
現
し
た

の
だ
が
、し
か
し
、こ
の
第
三
の
鐘
入
り
は
、そ
れ
以
後
だ
れ
も

演
じ
て
い
な
い
。そ
れ
は
、こ
の
鐘
入
り
が《
道
成
寺
》の
も
っ
と
も

も
う
ひ
と
つ
の
鐘
入
り　

—
 

「
廻
り
入
り
」の
こ
と —
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《
道
成
寺
》ら
し
い
部
分
を
封
印
す
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
受

け
取
ら
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、こ
の「
廻
し
入
り
」は

じ
つ
は
歴
史
的
に
由
緒
あ
る
演
出
な
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、延
宝
七
年（
一
六
七
九
）の
喜
多
寿
硯（
喜
多
七
大
夫
長

能
の
長
男
で
主
と
し
て
京
都
で
活
動
）の
署
名
が
あ
る『
能
覚
書
』（
彦
根

城
博
物
館
蔵
）に
は
、現
在
の
金
剛
流
や
金
春
流
と
同
じ
鐘
入
り
の

型
に
続
け
て
、つ
ぎ
の
よ
う
に「
廻
り
入
り
」と
呼
ば
れ
る
型
が

記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

廻
り
入
ノ
仕
様
。「
と
ふ
と
そ
」の
拍
子
ヲ
ふ
ミ
、か
ね
へ
両

　
　

手
ヲ
掛
、き
り

く
と
か
ね
ヲ
ま
ハ
す
ニ
し
た
か
い
、わ
か
身

　
　

も
廻
り
、其
内
か
ね
ヲ
す
ら

く
と
お
ろ
し
、太
夫
ノ
腰
た

　
　

け
迄
鐘
さ
が
る
と
き
、太
夫
飛
あ
か
る
。鐘
も
一
拍
子
ニ
お

　
　

と
す
。鐘
ヲ
引
も
の
ゝ
心
と
不
レ
合
シ
テ
ハ
難
レ
成
し
。

　

こ
の
鐘
入
り
が
桜
間
道
雄
の「
飛
び
込
み
な
し
の
鐘
入
り
」と

同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、「
廻
し
入
り
」と「
廻
り
入
り
」と

い
う
名
称
の
近
似
や
、シ
テ
が
鐘
と
と
も
に
廻
る
所
作
の
一
致
な

ど
か
ら
確
実
で
あ
ろ
う
。も
っ
と
も
、道
雄
の
鐘
入
り
が
、シ
テ
が

座
し
た
と
こ
ろ
に
鐘
を
静
か
に
お
ろ
し
た
の
に
た
い
し
て
、こ
れ

で
は
シ
テ
は
座
さ
ず
、鐘
を
ス
ル
ス
ル
と
腰
の
あ
た
り
ま
で
お
ろ

し
て
か
ら
、鐘
を
落
と
す
と
同
時
に
飛
び
込
ん
で
い
る
。そ
う
い

う
違
い
は
あ
る
が
、両
者
が
同
種
の
演
出
で
あ
る
こ
と
は
疑
問
の

余
地
は
あ
る
ま
い
。こ
れ
は
喜
多
流
の
古
演
出
で
あ
る
が（
も
っ
と

も
現
在
の
喜
多
流
に
は
こ
の
型
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
）、寿
硯
の
父

の
初
世
喜
多
七
大
夫
長
能
は
も
と
金
剛
座
の
大
夫
で
、金
春
大

夫
安
照
の
女
婿
で
も
あ
っ
た
か
ら
、こ
の
鐘
入
り
は
下
掛
り（
金
剛

流
、金
春
流
）の
型
と
し
て
優
に
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
ま
た
、金
春
大
夫
安
照
の
弟
子
で
仙
台
藩
お
抱

え
だ
っ
た
大
蔵
流
の
桜
井
八
右
衛
門
安
澄
の『
秘
要
集
』（
宮
城
県

図
書
館
伊
達
文
庫
蔵
。一
巻
。寛
永
十
五
年〔
一
六
三
八
〕奥
書
）に
、「
鐘
の
お
ろ

し
所
の
事
」と
し
て
、

　
　
「
と
ふ
と
そ
見
へ
し

●

●

」、此
ほ
し
の
所
ニ
て
つ
な
を
は
な
す
。

　
　

又
ま
わ
り
入
な
ら
は
、す
ら

く
と
お
ろ
す
。

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。こ
の『
秘
要
集
』の

「
廻
り
入
り
」
も『
能
覚
書
』と
同
様
に
外
か
ら
の
飛
び
込
み

（
記
事
が
簡
略
だ
が
そ
う
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
）の
替
エ
演
出
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
が
、こ
う
し
て
み
る
と
、『
能
覚
書
』が
伝
え
る「
廻
り

入
り
」は
金
春
流
の
二
種
の
鐘
入
り
の
う
ち
の
一つ（
替
エ
の
型
と
い
う

扱
い
）と
認
定
で
き
る
か
と
思
う
。桜
間
道
雄
が
古
稀
記
念
能
の

《
道
成
寺
》で
み
せ
た「
飛
び
込
み
な
し
の
鐘
入
り
」は
、そ
の
よ

う
な
金
春
流
の
古
演
出
を
伝
え
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
で
、《
道
成
寺
》の
鐘
入
り
に
は「
廻
り
入
り
」と



い
う
第
三
の
演
じ
方
が
あ
っ
た
の
だ
が
、こ
の「
廻
り
入
り
」に
は
、

あ
る
い
は
こ
れ
が
鐘
入
り
の
原
形
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
点
が

い
く
つ
か
あ
る
。た
と
え
ば
、そ
の
型
は
、「
思
へ
ば
こ
の
鐘
、恨
め

し
や
と
て
、龍
頭
に
手
を
か
け
、飛
ぶ
と
ぞ
見
え
し
、引
き
被
き

て
ぞ
、失
せ
に
け
る
」と
い
う
そ
の
場
面
の
文
句
—
と
く
に「
引

き
被
き
て
ぞ
」の
文
句
—
に
も
っ
と
も
よ
く
合
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
し
、ま
た
、そ
も
そ
も
効
果
満
点
の
外
か
ら
飛
び
込
む

型
が
あ
る
の
に
、そ
の
あ
と
か
ら
わ
ざ
わ
ざ「
廻
り
入
り
」の
よ

う
な
地
味
な
型
が
考
案
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、寛
文（
一
六
六
一
〜
七
二
）こ
ろ
の

編
と
考
え
ら
れ
る『
観
世
流
仕
舞
付
』（
宮
内
庁
書
陵
部
と
ワ
キ
方
高

安
流
岡
家
に
写
本
が
伝
わ
る
）の《
道
成
寺
》の
項
に
は
、当
時
の
観
世

流
の
鐘
入
り
と
し
て
、

　
　
「
龍
頭
に
手
を
懸
」と
扇
の
方
を
か
ね
に
取
付
様
に
あ
け

　
　

て
、「
飛
と
そ
」に
て
拍
子
ふ
む
。「
引
か
つ
き
て
」と
左
ノ
手

　
　

に
て
か
ね
に
と
ひ
つ
き
、鐘
の
内
の
方
へ
手
懸
る
。鐘
お
り
さ

　
　

ま
に
面
へ
向
様
に
き
り

く
と
廻
り
、下
に
居
る
。

と
あ
っ
て
、そ
こ
に
は『
能
・
捨
心
の
芸
術
』に
み
え
る
桜
間
家
伝

来
の
鐘
入
り
と
ほ
ぼ
同
じ
型
が
記
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
が
観
世
流

の
鐘
入
り
で
あ
る
こ
と
は
同
書
が
記
す
鐘
の
吊
り
方
（
最
初
に
鐘

を
釣
っ
て
お
く
形
）な
ど
か
ら
確
実
で
、同
書
に
は
こ
の
型
し
か
記
さ

れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
に
接
す
る
と
、鐘
入
り
は「
廻
り
入
り
」が

原
形
で
、下
掛
り（
金
剛
・
金
春
）で
は
そ
の
あ
と
ま
も
な
く
外
か
ら

の
飛
び
込
み
が
考
案
さ
れ（
そ
の
結
果
、「
廻
り
入
り
」は
替
エ
の
型
と
な

り
）、一
方
の
上
掛
り（
観
世
・
宝
生
）の
鐘
入
り
は
寛
文
こ
ろ
ま
で
は

「
廻
り
入
り
」に
近
い
も
の
だ
っ
た
が
、や
が
て
そ
れ
が
現
在
の
よ

う
に
改
訂
さ
れ
た（「
廻
り
入
り
」は
案
外
上
掛
り
の
鐘
入
り
に
近
い
）、と

い
う
想
定
も
可
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、も
う
ひ
と
つ
の
鐘
入
り
で
あ
る「
廻
り
入

り
」は
、そ
れ
が
由
緒
あ
る
型
と
い
う
だ
け
で
な
く
、上
掛
り
の

鐘
入
り
を
も
含
め
た
鐘
入
り
全
体
の
展
開
に
つ
い
て
も
示
唆
を

与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
れ
が
退
転
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
金
剛
流
や
金
春
流
の
外
か
ら
飛
び
込
む
鐘
入

り
の
魅
力
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。じ
つ
を
言
う
と
、そ
の
外
か
ら
の
鐘

入
り
を
、筆
者
は
こ
れ
ま
で
実
見
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
。シ
テ

の
廣
田
幸
稔
氏
は
二
回
目
の
よ
し
で
あ
る
が
、こ
け
ら
落
と
し
直

後
の
金
剛
能
楽
堂
、し
か
も
第
一
回
廣
田
鑑
賞
会
能
と
い
う
記
念

す
べ
き
催
し
で
の
金
剛
流
の《
道
成
寺
》は
、た
ぶ
ん
筆
者
に
は
忘

れ
が
た
い
舞
台
と
な
る
も
の
と
思
う
。




