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文 化 財 係（蕁53－4393）

今
回
は
、
飯
南
町
深
野
の
来ら
い

迎こ
う

寺じ

に
あ
る
県
指
定
有
形
文
化

財
の
銅
鐘
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
銅
鐘
は
山
門
脇
に
見
え

る
鐘
楼
に
あ
り
、
口
径
は
５５
㎝
、

高
さ
が
７１
㎝
、
口
唇

こ
う
し
ん

の
厚
さ
は

６．

４
㎝
あ
り
ま
す
。
大
き
さ

は
小
さ
く
、
あ
ま
り
装
飾
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
形
状
な
ど
に
室

町
時
代
末
期
の
特
色
が
よ
く
出

て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
鐘
の
中
ほ
ど
に
は
、
銘

文
と
呼
ば
れ
る
文
章
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
、
作

者
や
最
初
に
祀
ら
れ
た
場
所
な

ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

銘
文
に
よ
る
と
、
永
禄
１１
年

（
１
５
６
８
）
に
越
前
国
（
今
の

福
井
県
）
の
山
王
大
権
現
社

さ
ん
の
う
だ
い
ご
ん
げ
ん
し
ゃ

の

鐘
と
し
て
藤
原
朝
臣
三
郎
兵
衛

尉
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
天
正
１２

年
（
１
５
８
４
）
に
三
河
国

（
今
の
愛
知
県
）
足
助
あ
す
け

八
幡
宮
へ

移
り
、
さ
ら
に
明
治
１２
年
（
１

８
７
９
）
に
来
迎
寺
が
新
し
い

鐘
を
懸
け
る
際
に
桑
名
の
鋳い

物も

師じ

か
ら
購
入
し
、
や
っ
て
来
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
は
、
諸
国
の
名

所
旧
跡
を
紹
介
し
た
ガ
イ
ド
ブ

ッ
ク
が
数
多
く
出
版
さ
れ
ま
し

た
が
、『
三
河
国
名
所
図
会

み
か
わ
の
く
に
め
い
し
ょ
ず
え

』
と

い
う
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
足
助
八

幡
宮
の
鐘
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
松
阪

市
域
に
あ
る
多
く
の
文
化
財
の

中
に
は
、
こ
の
来
迎
寺
の
銅
鐘

の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
経
緯
か

ら
日
本
各
地
を
巡
り
、
最
終
地

と
し
て
現
在
の
場
所
に
落
ち
着

い
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
よ
う
な
文
化
財
の
履

歴
を
知
り
、
長
い
時
間
を
か
け

て
歩
ん
で
き
た
道
を
た
ど
っ
て

い
く
こ
と
で
、
新
た
な
発
見
が

で
き
、
文
化
財
が
よ
り
身
近
な

存
在
へ
と
な
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

嬉
野
史
編
さ
ん
事
業
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
た
文
書
群
に
多
賀

家
文
書
が
あ
り
ま
す
。
多
賀
家

は
、
江
戸
時
代
に
紀
州
藩
堀
之

内
村
の
地
士
や
庄
屋
役
を
務
め

て
い
ま
し
た
。

明
治
２２
年
、
町
村
制
施
行
に

よ
り
、
堀
之
内
村
は
周
辺
の
６
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18

か
村
と
合
併
し
て
豊
地
村
と
な

り
ま
す
。
こ
の
豊
地
村
の
村
長

を
務
め
た
人
物
に
多
賀
寅
之
助

が
い
ま
す
。

寅
之
助
は
、
元
治
元
年
（
１

８
６
４
）
３
月
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
明
治
２２
年
４
月
の
合
併
に

と
も
な
い
村
会
議
員
と
な
り
、

そ
の
翌
月
に
は
収
入
役
に
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
同
３０
年
に
助

役
、
３７
年
に
は
村
長
に
な
り
ま

し
た
。

多
賀
家
文
書
の
中
に
、
多
賀

寅
之
助
が
明
治
１４
年
か
ら
大
正

１１
年
ま
で
の
４１
年
間
に
わ
た
っ

て
書
き
続
け
た
日
記
が
あ
り
ま

す
。
記
載
さ
れ
た
内
容
は
、
豊

地
村
の
行
政
や
行
事
の
み
な
ら

ず
現
在
で
は
残
っ
て
い
な
い
地

区
の
行
事
、
農
事
な
ど
多
岐
に

わ
た
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
膨
大
な
日
記
は
、
１
日
の
書

き
落
と
し
も
な
く
綴
ら
れ
て
い

る
た
め
、
当
時
の
豊
地
村
や
そ

の
周
辺
の
村
々
の
よ
う
す
を
如

実
に
伝
え
て
い
ま
す
。

大
正
１１
年
１１
月
２０
日
、
５９
歳

で
寅
之
助
は
亡
く
な
り
ま
す
。

こ
の
前
日
ま
で
筆
を
取
り
続
け

た
彼
は
、
日
記
と
い
う
形
で
時

代
の
一
部
を
見
事
に
切
り
取
り

ま
し
た
。

多
賀
日
記
は
、
行
政
区
域
の

変
更
や
選
挙
法
の
改
正
、
日

清
・
日
露
両
戦
争
な
ど
目
ま
ぐ

る
し
く
社
会
が
動
い
た
こ
の
時

代
に
お
い
て
、
寅
之
助
が
残
し

た
大
切
な
遺
産
で
あ
り
、
松
阪

市
嬉
野
地
域
の
歴
史
を
語
る
う

え
で
欠
か
せ
な
い
史
料
と
い
え

ま
す
。

▲ 県指定有形文化財 来迎寺銅鐘

▲多賀 寅之助の日記

▲多賀 寅之助




