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出
征
し
た
梵
鐘
と
代
用
の
鳴
ら
な
い
鐘

金
属
類
回
収
令

　
日
中
戦
争
が
全
面
化
し
た
昭
和
12
年

（
１
９
３
７
）８
月
、
第
一
次
近
衛
内
閣

は「
国
民
精
神
総
動
員
実
施
要
綱
」を
決

定
し
、
10
月
に
は
国
民
を
精
神
的
に
戦

争
協
力
へ
動
員
し
て
い
く
国
民
精
神
総

動
員
運
動
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

運
動
は
、
当
初
は
儀
式
や
行
事
を
通
し

て
日
本
精
神
や
敬
神
思
想
を
発
揚
す
る

こ
と
が
中
心
で
し
た
が
、
戦
争
の
長
期

化
に
伴
い
、
次
第
に
早
朝
の
神
社
参
拝

や
勤
労
奉
仕
、
一
汁
一
菜
や
禁
酒
禁
煙

な
ど
国
民
生
活
へ
の
規
制
も
求
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
中
、昭
和
16
年（
１
９
４
１
）

に
公
布
さ
れ
た
の
が「
金
属
類
回
収
令
」

で
す
。
こ
の
勅ち
ょ
く
れ
い令は
、
武
器
生
産
に
必

要
な
金
属
資
源
の
不
足
を
補
う
た
め
、

官
民
所
有
の
金
属
類
の
回
収
を
行
う
目

的
で
制
定
さ
れ
、
昭
和
20
年
に
は
回
収

対
象
に
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を
追
加
す
る
改

正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

集
め
ら
れ
た
梵ぼ

ん
し
ょ
う鐘

　
し
か
し
、
一
般
の
国
民
が
供
出
で
き

る
金
属
類
は
、
鍋
、
釜
、
火
鉢
な
ど
の

わ
ず
か
な
も
の
で
、
到
底
、
武
器
生
産

で
不
足
す
る
量
を
補
え
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
各
地
で

集
め
ら
れ
た
の
が
学
校
に
あ
る
二
宮
金

次
郎
や
地
域
の
偉
人
の
銅
像
、
燈と

う
ろ
う籠
、

橋
の
鉄
製
欄ら
ん
か
ん干

、
そ
し
て
寺
院
の
梵
鐘

や
仏
像
な
ど
で
し
た
。

　
市
内
に
は
、
集
め
ら
れ
た
梵
鐘
と
そ

れ
を
見
送
る
住
職
が
写
っ
た
昭
和
17
年

（
１
９
４
２
）12
月
撮
影
の
複
数
の
古
写

真
が
残
さ
れ
て
い
て
、
多
く
の
寺
院
で

梵
鐘
の
供
出
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
ま
た
昭
和
19
年（
１
９
４
４
）

に
旧
今
津
町
役
場
で
書
か
れ
た
行
政
文

書
の
中
に
は
、
町
長
の
演
述
要
旨
と
し

て「
金
属
回
収
ハ（
中
略
）充
分
善
処
サ

レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス
」と
い
う
一
文
が
あ

り
、
町
を
あ
げ
て
こ
の
国
策
に
協
力
を

し
て
い
た
よ
う
す
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
梵
鐘

　
梵
鐘
が
取
り
外
さ
れ
た
鐘し
ょ
う
ろ
う楼は
安
定

感
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
多
く
の
寺
院

で
倒
壊
を
防
ぐ
た
め
の
重
し
と
な
る
代

用
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
鐘
が
造
ら
れ

ま
し
た
。
出
征
し
て
し
ま
っ
た
青
銅
の

梵
鐘
の
代
わ
り
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
が
、
戦
争
が
終
わ
り
、

梵
鐘
が
新
調
さ
れ
る
と
不
用
品
と
し
て

そ
の
多
く
が
処
分
さ
れ
ま
し
た
。

　
マ
キ
ノ
町
蛭
口
の
称
名
寺
に
は
、
現

在
で
は
見
る
こ
と
の
少
な
く
な
っ
た
代

用
品
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
鐘
が
実
際

に
鐘
楼
に
釣
ら
れ
て
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
は「
南
無
阿
弥
陀
仏
」の
文

字
や
造
ら
れ
た
年
代
等
が
刻
ま
れ
、
実

際
の
鐘
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
姿
を
見

せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
津
町
今
津
の

西
福
寺
の
鐘
楼
脇
に
も
、
戦
時
中
に
代

用
品
と
し
て
造
ら
れ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

鐘
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
鳴
る
こ
と

の
な
い
鐘
が
戦
争
中
の
悲
し
い
出
来
事

を
今
の
私
た
ち
に
伝
え
て
い
ま
す
。
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今月号は今津ヴォーリズ
資料館に表紙と特集１に撮
影協力をいただきました。

重厚感のある外観からは想像もで
きないくらい屋内は明るく、驚くこ
とに窓から差し込む光だけで、雰囲
気のある素敵な写真を撮ることがで
きたのです！この光のまわりの良さ
もヴォーリズ建築の魅力のひとつな
のかなと思いました。ぜひ皆さんも

「まちのコイン」アプリをインストー
ルして今津ヴォーリズ資料館へ ！（Y） 称名寺（蛭口）のコンクリート製梵鐘

マキノ町（百瀬村）で集められた梵鐘
〔昭和17年12月８日・石井田勘二氏撮影〕
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