
あ
の
独
特
の
響
き
を
見
せ
る
梵
鍾
は
何
時
の
頃
か
ら
な
り
始

め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

梵
鐘
の
起
源
は
イ
ン
ド
の
仏
教
寺
院
で
聖
な
る
音
（
梵
音
）

を
発
す
る
陶
器
製
の
打
楽
器
の
一
つ
で
し
た
。
礼
讃
音
曲
は

も
と
よ
り
、
修
行
生
活
を
律
す
る
た
め
、
行
事
や
時
刻
を
院

内
に
告
げ
る
こ
と
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
仏
教
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
、
先
進
技

術
を
用
い
て
青
銅
（
銅
と
錫
の
合
金
）
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
現
代
の
梵
鍾
の
原
型
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。
中
国

に
お
い
て
鋳
造
技
術
の
進
歩
と
共
に
大
型
化
し
、
西
安
の
鐘

楼
に
至
っ
て
は
、
街
の
中
心
に
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
楼
閣
に
懸

垂
さ
れ
、
街
に
時
を
告
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
当
初
、

仏
器
具
と
し
て
僧
院
の
中
だ
け
で
使
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、

街
の
時
刻
鐘
と
し
て
社
会
的
な
機
能
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ

た
の
で
す
。

日
本
で
は
や
は
り
仏
教
の
伝
来
に
伴
っ
て
朝
鮮
半
島
よ
り

も
た
ら
さ
れ
、
奈
良
時
代
か
ら
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近

世
に
い
た
る
ま
で
、
和
鐘
と
し
て
独
自
の
発
展
を
し
て
き
ま

し
た
。
特
に
、
鎌
倉
以
降
、
室
町
時
代
に
か
け
て
、
河
内
に

集
中
し
て
い
た
鋳
物
師
が
各
地
に
分
散
し
て
活
躍
し
た
た
め
、

梵
鐘
の
鋳
造
は
西
日
本
に
広
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
播
州
で
は
、

野
里
の
芥
田
氏
が
有
名
で
、
亀
山
本
徳
寺
の
梵
鐘
を
永
録
九

年
に
鋳
造
し
て
い
ま
す
。
こ
の
梵
鐘
は
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、

今
も
大
広
間
の
中
庭
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
里
山
に
響
く
静
か
な
深
み
の
あ
る
音
色
の
原
景

は
、鎌
倉
時
代
以
降
、仏
教
が
一
般
の
民
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、

各
地
に
お
寺
が
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ

の
後
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
神
仏
習
合
と
い
う
日
本
の
特
殊

事
情
に
よ
り
、
神
社
に
も
釣
鐘
が
吊
さ
れ
、
寺
社
伽
藍
の
重

要
な
建
築
要
素
と
な
り
ま
し
た
。
梵
鍾
は
、
ア
ジ
ア
の
仏
教

文
化
の
な
か
で
、
育
て
ら
れ
、
梵
鍾
に
ま
つ
わ
る
多
く
の
物

語
を
生
み
だ
し
、
日
本
人
の
心
に
独
特
の
情
緒
を
形
成
し
て

き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
一
世
紀
半
、
文
明
化
と
い
う
大
義
の
も
と
に

進
め
ら
れ
た
日
本
文
化
の
破
壊
運
動
に
よ
っ
て
、
梵
鐘
に
ま
つ

わ
る
功
徳
信
仰
や
竜
神
伝
説
は
ま
っ
た
く
消
え
失
せ
ま
し
た
。

浄
土
真
宗
（
宗
派
・
教
団
）
も
、
戦
後
、
近
代
と
云
う
時
代
に

適
応
す
る
の
が
精
一
杯
、
梵
鐘
の
文
化
性
を
近
代
主
義
と
い
う

強
力
な
味
方
を
武
器
に
ひ
た
す
ら
否
定
し
、
専
ら
、
行
事
鐘
や

時
刻
鐘
に
終
始
し
て
、
立
派
な
鐘
楼
は
飾
り
物
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
あ
わ
て
て
付
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

真
宗
（
一
向
宗
）
は
当
初
、
道
場
に
梵
鐘
は
な
く
、
あ
っ
た
と

し
て
も
そ
れ
は
太
鼓
楼
の
太
鼓
同
様
に
連
絡
手
段
と
し
て
実
利

的
な
利
用
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
一
応
筋
は
通
し
て

い
る
つ
も
り
で
す
が
、
現
代
で
は
何
と
も
魅
力
の
な
い
言
い
訳

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
内
部
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
真
宗
の
教

学
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
無
縁
な
と
こ
ろ
で
、
除
夜
の
鐘
は
鳴

り
響
き
ま
す
。
以
前
の
梵
鍾
は
大
正
時
代
（1926

年
）
に
現

在
の
鐘
楼
堂
が
完
成
し
た
折
、
梵
鍾
の
鋳
込
み
を
境
内
で
行
う

際
に
、
近
郷
の
門
徒
が
貴
金
属
を
投
げ
入
れ
て
作
ら
れ
た
も
の

で
す
。
こ
の
よ
う
に
お
寺
の
鐘
は
多
く
の
門
徒
・
同
行
の
今
で

は
解
読
不
可
能
な
思
い
を
秘
め
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。
残
念

な
が
ら
こ
の
梵
鍾
は
戦
時
中
に
金
属
回
収
令
（1942

年
）
に

よ
っ
て
供
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
の
梵
鍾
は
戦
後
、
竹

内
き
ぬ
ゑ
さ
ん
と
い
う
玉
出
・
善
正
寺
の
檀
徒
さ
ん
が
寄
進
し

た
物
で
す
。

遠
く
に
響
く
澄
ん
だ
低
音
は
、
煽
り
の
修
羅
場
と
化
し
た
現

代
社
会
に
、
癒
し
と
静
寂
の
脈
動
を
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
の
梵

音
の
一
打
は
一
朝
一
夕
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

永
い
念
仏
の
歴
史
的
営
み
の
な
か
で
同
行
門
徒
の
幾
多
の
思
い

や
願
い
が
蓄
積
さ
れ
、
我
々
日
本
人
の
心
底
に
沈
潜
し
て
出
来

上
が
っ
た
真
宗
文
化
の
結
晶
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。梵

鐘
に
は
「
十
方
響
流
・
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
刻
印
さ
れ
て

い
ま
す
。
鐘
突
は
、
鐘
を
突
く
者
、
聴
く
者
が
仏
願
に
思
い
を

馳
せ
、
と
も
に
拝
み
合
う
浄
土
世
界
を
生
き
る
刹
那
を
具
現
す

る
営
み
で
す
。
つ
ま
り
、
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
て
、
自
ら
の
厳
し
い
「
い
の
ち
」
の
物
語
を
お
寺
と
い
う

歴
史
に
刻
印
す
る
作
業
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

鐘

突

の

深

層

写
真
は
本
徳
寺
本
坊
で
毎
年
行

わ
れ
る
除
夜
梵
鐘
会
の
一
コ
マ
で
す
。

十
一
時
三
〇
分
か
ら
鐘
楼
で
、
梵

鐘
の
尊
号
を
拝
し
て
、
讃
仏
偈
の
勤

行
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
で
、
作

法
に
則
っ
て
一
〇
八
名
の
方
が
打
鐘

し
ま
す
。
六
百
五
十
貫
の
大
梵
鐘

に
刻
印
さ
れ
た
南
無
阿
弥
陀
仏
に

合
掌
礼
拝
し
て
、
一
人
一
つ
打
つ
こ

と
が
例
年
の
習
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
本
堂
に
上
が
っ
て
仏

様
に
新
年
の
ご
挨
拶
を
し
ま
す
。

そ
の
間
、
本
堂
で
は
甘
酒
な
ど
が

振
る
舞
わ
れ
ま
す
。
午
前
０
時
か

ら
、
本
堂
で
正
信
偈
を
み
ん
な
で

唱
え
、
新
年
の
ご
法
話
を
い
た
だ

き
ま
す
。
こ
の
後
で
記
帳
し
オ
ト

ソ
を
よ
ば
れ
て
元
旦
会
は
終
了
し

ま
す
。

参
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こ
の
よ
う
な
石
盤
の
上
に
四
方
が

吹
き
抜
け
の
建
物
は
厳
密
に
は
鐘
台

あ
る
い
は
鐘
撞
堂
と
い
い
鐘
楼
と
は
言

わ
な
い
が
、
一
般
的
な
言
い
方
を
こ
こ

で
は
用
い
た
。




