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道
明
寺
は
、
藤
井
寺
市
の
南
東
に
位
置
し

て
い
ま
す
。
お
寺
の
存
す
る
周
辺
は
、
も
と

道
明
寺
村
と
呼
ば
れ
、
古
来
か
ら
豊
か
な
文

化
と
歴
史
資
産
の
あ
る
場
所
と
し
て
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
歴
史
紀
行
で
は
、

道
明
寺
を
中
心
と
し
た
周
辺
の
文
化
、
歴
史

資
産
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

道
明
寺
は
、
も
と
は
土は

じ
で
ら

師
寺
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
古
代
氏
族
の
一
つ
、

土
師
氏
の
氏う

じ
で
ら寺

と
し
て
創
建
さ
れ
た
こ
と
に

由
来
し
ま
す
。
創
建
は
今
か
ら
1
4
0
0

年
ほ
ど
昔
、
飛
鳥
時
代
中
頃
の
こ
と
で
す
。

南
側
の
道
路
よ
り
も
高
く
な
っ
た
台
地
上
で
、

道明寺の歴史を語る
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閑
静
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
近
代
に
移
建
さ
れ
た
も
の
で
、
も
と

は
道
明
寺
天
満
宮
南
側
の
参
道
付
近
に
伽が

ら
ん藍

が
あ
り
ま
し
た
。
塔
の
中
心
の
柱
を
支
え
る

礎
石
（
塔と

う
し
ん
そ

心
礎
）や
建
物
の
礎
石
な
ど
が
付
近

に
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
現
在
は

道
の
西
側
に
、
一
か
所
に
ま
と
め
て
置
か
れ

て
い
ま
す
。

で
き
た
ば
か
り
の
伽
藍
は
、
ど
ん
な
様
子

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
発
掘

調
査
な
ど
で
は
、
ど
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
で

あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
初
期
の『
道
明
寺
旧
伽

藍
図
』に
は
、
塔
、
金
堂
、
講
堂
が
南
北
に

直
線
的
に
並
ぶ
、
四
天
王
寺
式
と
呼
ば
れ
る

伽
藍
配
置
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。

お
寺
の
ご
本
尊
の
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

は
、
像
高
1
メ
ー
ト
ル
、
檜
の
一い

ち

木ぼ
く
づ
く
り造で
、

表
面
は
、
彩
色
な
ど
を
施
さ
ず
、
頭
髪
、
眼
、

唇
な
ど
に
わ
ず
か
に
絵
具
を
挿
し
た
だ
け
で
、

あ
と
は
木
肌
の
ま
ま
仕
上
げ
た
檀だ

ん
ぞ
う像
彫
刻
で

す
。
檀
像
と
は
、
本
来
は
白び

ゃ
く
だ
ん檀
の
よ
う
な
香

り
の
あ
る
木
を
用
い
た
彫
像
の
こ
と
で
、
香

り
を
消
滅
さ
せ
な
い
た
め
に
素
地
の
ま
ま
仕

上
げ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
し
か
し
日
本

で
は
、
そ
の
よ
う
な
木
の
入
手
が
容
易
で
な

い
こ
と
か
ら
良
質
の
檜
材
を
用
い
て
代
用
す

る
場
合
が
多
く
、
ご
本
尊
の
十
一
面
観
音
菩

薩
立
像
も
そ
の
好
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昭

和
27（
1
9
5
2
）年
に
は
国
宝
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

道
明
寺
に
は
、
ご
本
尊
の
ほ
か
に
、
試
み

の
観
音
と
称
さ
れ
る
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像

が
あ
り
ま
す
。
試
み
の
観
音
は
、
ご
本
尊
の

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
に
先
だ
っ
て
作
ら
れ

た
試
作
の
像
で
、
菅
原
道
真
公
が
自
ら
作
ら

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
檜
の
一
木
造

で
、
像
高
は
50
・
3
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
す
。

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
文
化
財
保
護
課　
新
開
義
夫
）

▲土師寺の塔心礎


