
本
徳
寺
の
梵
鐘
と
鐘
楼
台

世
間
で
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
古
く
な
っ
て
い
く
。
人
は
古
く
な
っ
た

も
の
を
新
し
い
も
の
に
変
え
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
娑
婆
は
移
ろ
い
や

す
く
は
か
な
い
。
し
か
し
、
一
方
で
、
歴
史
的
な
遺
産
と
言
わ
れ
る
も

の
が
残
っ
て
い
る
。
博
物
館
入
の
も
の
も
あ
れ
ば
、
い
ま
だ
に
現
役
の

も
の
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
歴
史
を
く
ぐ
り
抜
け
た
人
を
引
き
つ
け
る
価

値
が
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
価
値
は
人
か
ら
人
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

価
値
を
受
け
継
ぐ
人
が
い
る
限
り
、「
も
の
」
は
の
こ
り
、そ
の
「
価
値
」

を
次
世
代
に
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。

歴
史
的
価
値
に
は
い
ろ
い
ろ
な
側
面
が
あ
る
。
好
古
的
価
値
、
美
的

価
値
、史
料
的
価
値
な
ど
は
主
に
「
も
の
」
そ
の
も
の
に
価
値
が
あ
る
。

他
方
、
信
仰
的
な
価
値
、
機
能
的
な
価
値
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
も
の
」

そ
の
も
の
よ
り
も
「
も
の
」
を
媒
介
に
し
て
発
揮
す
る
価
値
で
、「
も
の
」

は
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
真
宗
の
本
尊
な
ど
は
、
名
号

か
ら
絵
像
に
、
絵
像
か
ら
木
像
に
変
遷
し
て
き
た
が
、
後
者
の
価
値
を

主
に
担
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
お
寺
の
什
物
や
建
物
な
ど
も
、
変

化
を
通
し
て
信
仰
を
体
感
で
き
る
意
味
空
間
を
創
出
す
る
と
言
う
機
能

的
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

一
般
に
お
寺
は
多
数
の
建
物
や
装
備
品
か
ら
成
り
た
っ
て
い
る
。
そ

の
一
つ
一
つ
が
あ
る
「
価
値
」
を
実
現
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

で
、
そ
こ
に
し
か
な
い
特
殊
な
事
情
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
セ

ス
が
歴
史
的
個
性
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
れ
が
お
寺
の
の
歴
史
性
を
育

み
、
個
々
の
由
緒
を
も
つ
こ
れ
ら
個
物
が
組
合
わ
さ
れ
て
全
体
と
し
て

普
遍
的
な
「
価
値
」
を
作
り
出
し
て
い
る
。

世
人
は
、
本
徳
寺
の
境
内
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
や
、
近
代
の
喧

噪
と
は
か
け
離
れ
た
、
静
か
な
落
ち
着
き
と
深
い
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
と

言
う
。そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
機
能
的
価
値
に
触
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
で
あ
る
本
徳
寺
の
梵
鐘
と
鐘
楼
台
に
も
注
目
す
べ
き
歴
史

的
個
性
が
あ
る
。
少
な
い
史
料
を
手
掛
り
に
そ
の
歴
史
的
価
値
を
解
読

し
て
み
よ
う
。

も
と
も
と
、
英
賀
に
出
来
た
お
寺
は
寺
内
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
建

て
ら
れ
た
。
民
衆
の
砦
で
あ
っ
た
寺
内
町
は
常
に
危
機
に
直
面
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
に
他
か
ら
の
防
御
的
機
能
や
集
団
の
自
律
性
を
も
っ
た

建
造
物
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
太
鼓
楼
や
梵
鐘
が
付
属
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

現
在
、
史
料
的
に
確
認
さ
れ
て
い
る
梵
鐘
は
四
つ
あ
る
。
最
初
の
梵

鐘
は
、
こ
の
英
賀
時
代
の
も
の
だ
。『
英
城
日
記
』『
播
州
船
場
本
徳
寺

縁
起
』
に
「
書
写
山
僧
衆
農
夫
数
百
人
、
英
賀
御
堂
に
押
寄
せ
梵
鐘
を

強
奪
す
る
も
、
直
ぐ
に
取
戻
す
」（
一
五
二
五
年
五
月
三
日
）
と
あ
る
。

こ
こ
で
は
播
磨
の
地
で
念
仏
信
仰
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
の
、
新
仏

教
と
旧
仏
教
の
抗
争
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
頃
か
ら
、
梵

鐘
は
寺
内
の
火
急
を
告
げ
る
道
具
と
し
て
、
お
寺
の
存
在
を
象
徴
す
る

物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
梵
鐘
の
奪
還
に
三
〇
人

ほ
ど
の
戦
死
者
が
出
た
と
記
録
に
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
門
徒
は
お
寺
を

自
ら
の
命
を
か
け
て
守
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
象
徴
が
「
梵
鐘
」
で
あ
っ

た
の
だ
。
残
念
な
が
ら
こ
の
梵
鐘
は
今
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
一
五
六
六
年
五
月
に
、
三
木
宗
大
夫
慶
栄
（
三
木
家
五
代

統
領
・
三
木
通
明
）
の
寄
進
に
よ
り
梵
鐘
を
新
し
く
鋳
造
し
た
。
銘
に

は
「
播
州
飾
磨
郡
英
賀
東
本
徳
寺
常
住
撞
鐘
将
志
母
十
七
回
忌
報
恩
願

主
城
不
明
三
木
宗
大
輔
入
道
慶
秀
周
慈
大
工
播
磨
姫
路
野
里
村
五
郎
右

衛
門
慰
藤
原
安
久
作
之
」
と
あ
る
。
慶
栄
の
母
の
十
七
回
忌
に
仏
へ
の

報
恩
の
意
を
梵
鐘
の
鋳
造
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
製
作
は
河
内
鋳
物

師
の
流
れ
を
汲
む
野
里
の
安
久
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

後
に
、
播
州
の
一
向
勢
力
が
解
体
さ
れ
、
秀
吉
の
寺
領
安
堵
を
う
け
て
、

本
徳
寺
が
亀
山
に
移
築
さ
れ
た
際
に
、
こ
の
梵
鐘
も
同
行
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
、「
飾
万
津
八
景
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
「
亀
山
梵
鐘
」

と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
平
和
な
時
代
に
な
っ
て
、
梵
鐘
は
地
域
の

時
を
刻
む
役
割
を
は
た
し
、
法
要
・
行
事
の
参
集
の
合
図
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
祖
父
の
言
に
寄
れ
ば
、
大
正
期
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
。
右
下
の
写
真
が
そ
の
頃
の
様
子
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
梵
鐘
の
世
代
交
代
は
、
大
正
期
に
な
っ
て
、
本
徳
寺
の

境
内
整
備
事
業
が
進
め
ら
れ
た
時
に
起
こ
っ
た
。
境
内
の
南
西
の
一
角

に
日
本
庭
園
の
造
作
と
鐘
楼
台
の
建
設
が
進
め
ら
れ
、
同
時
に
経
堂
南

の
池
の
整
備
も
進
め
ら
れ
た
。

こ
の
時
、
古
い
鐘
楼
台
も
新
し
い
も
の
に
変
え
ら
れ
、
そ
の
設
計
施

工
は
伊
藤
平
左
衛
門
に
よ
っ
た
こ
と
が
記
録
に
あ
る
。
ま
た
、
彫
刻
は

播
州
の
屋
台
彫
刻
で
名
を
馳
せ
た
堤
義
法
の
作
で
あ
る
。
な
お
、
伊
藤

平
左
衛
門
は
当
時
高
名
な
宮
大
工
で
、
東
本
願
寺
の
御
影
堂
の
建
設
に

当
た
っ
た
こ
と
で
有
名
。
本
徳
寺
で
は
、
少
し
前
、
一
八
九
八
年
に
、

蓮
如
堂
が
再
建
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
平
左
衛
門
の
手
に
よ
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
大
事
業
の
フ
ァ
ン
ド
は
庭
園
の
一
五
〇
本
に
及
ぶ
玉
垣

の
記
銘
か
ら
、
近
隣
の
亀
山
門
徒
が
中
心
に
な
っ
て
募
財
が
な
さ
れ
た
。

鐘
楼
台
は
一
九
二
一
年
一
〇
月
に
完
成
し
た
が
、
鐘
楼
の
大
き
さ
か

ら
み
て
、
慶
栄
寄
進
の
梵
鐘
で
は
小
さ
す
ぎ
る
。
鐘
楼
台
の
完
成
に
合

わ
せ
て
、
大
型
の
新
し
い
梵
鐘
の
鋳
込
み
が
境
内
に
穴
を
掘
っ
て
行
わ

れ
た
。
記
録
に
寄
れ
ば
最
初
の
鋳
込
み
は
残
念
な
が
ら
失
敗
し
て
い
る
。

現
場
で
の
鋳
込
み
は
難
し
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
五
年
後
に
万
難
を

排
し
て
鋳
込
み
が
行
わ
れ
た
。
福
井
幸
次
氏
の
目
見
録
に
よ
れ
ば
、
二

度
目
の
鋳
込
み
に
際
し
て
は
、
近
郷
の
門
徒
衆
が
自
ら
所
有
の
金
銀
類

を
提
供
し
て
、
そ
の
成
功
を
願
っ
た
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
鋳
込
み
は

成
功
し
、
一
九
二
六
年
に
真
新
し
い
大
型
の
梵
鐘
が
新
鐘
楼
台
に
懸
架

さ
れ
た
。
完
成
式
に
は
餅
ま
き
な
ど
の
行
事
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
、

門
信
徒
の
喜
び
こ
の
上
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

一
九
四
二
年
五
月
に
、
戦
下
の
金
属
回
収
令
に
よ
っ
て
、
寺
院
の
梵

鐘
や
燈
籠
、
仏
具
に
到
る
ま
で
供
出
の
対
象
と
な
っ
た
。
梵
鐘
を
は
じ

め
、
め
ぼ
し
い
金
属
製
の
仏
器
具
が
本
徳
寺
か
ら
消
失
し
た
。
軍
隊
か

ら
は
陶
器
の
仏
具
が
供
給
さ
れ
、
南
蔵
に
一
部
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
、
鐘
楼
台
に
は
以
前
の
亀
山
梵
鐘
が
吊
さ
れ
、

二
度
の
つ
と
め
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
梵
鐘
は
戦
後
も
使
用

さ
れ
て
い
た
が
、
鐘
楼
台
と
の
バ
ラ
ン
ス
も
悪
く
、
内
部
に
損
傷
が
あ

り
、
亀
山
梵
鐘
の
か
つ
て
の
澄
ん
だ
音
色
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

転
機
が
訪
れ
た
の
は
戦
後
長
ら
く
し
て
、
竹
内
き
ぬ
ゑ
氏
が
父
の

二
十
四
回
忌
と
母
の
五
十
回
忌
に
報
恩
供
養
の
意
向
を
梵
鐘
の
新
造
に

表
し
た
。
こ
れ
が
、
現
在
の
梵
鐘
で
あ
る
。（
左
下
の
写
真
）
恐
ら
く

軍
事
供
出
の
鐘
と
ほ
ぼ
同
等
の
六
五
〇
貫
の
逸
品
で
あ
る
。
毎
日
、
午

前
六
時
と
午
後
四
時
に
は
時
を
告
げ
、
大
晦
日
に
は
、
除
夜
会
の
あ
と

一
〇
八
つ
除
夜
鐘
の
大
役
を
は
た
し
て
今
に
到
っ
て
い
る
。
亀
山
梵
鐘

は
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
い
ま
は
大
広
間
の
中
庭
で
眠
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
徳
寺
の
梵
鐘
は
時
代
と
共
に
そ
の
役
割
も
形
も
変

わ
っ
て
き
た
が
、
歴
史
の
過
酷
な
変
遷
を
通
し
て
、
地
域
の
特
殊
な
歴

史
的
経
緯
を
刻
み
な
が
ら
、
普
遍
的
な
念
仏
信
仰
を
時
代
を
超
え
て
伝

え
て
来
た
の
で
あ
る
。

真
宗
文
化
研
究
室　

大
谷
昭
仁

　

右
の
写
真
は
明
治
の
頃
の
鐘
楼
の
様
子
で
あ
る
。
鐘
楼
台
も
低
く
階
段

は
七
段
で
、
棟
は
南
北
に
向
き
、
懸
架
の
鐘
楼
は
亀
山
梵
鐘
で
あ
る
。
池

の
位
置
は
変
わ
ら
な
い
が
、
玉
垣
な
ど
の
造
作
は
な
い
。
池
の
水
が
満
た

さ
れ
、
和
服
を
着
た
風
情
が
当
時
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

左
の
写
真
は
、
伊
藤
平
左
衛
門
に
よ
る
現
在
の
鐘
楼
で
あ
る
。
大
正
期

に
こ
の
一
角
の
庭
園
が
整
備
さ
れ
た
。
そ
の
中
心
事
業
が
こ
の
鐘
楼
の
完

成
で
あ
っ
た
。
昔
の
物
に
比
べ
る
と
、
一
回
り
大
き
く
、
棟
も
東
西
に
方

向
を
変
え
、
階
段
は
十
一
段
に
な
っ
て
い
る
。
庭
園
と
池
の
周
り
に
玉
垣

を
巡
ら
し
、植
生
の
成
長
と
相
ま
っ
て
、重
厚
な
風
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
。


