
知
恩
院

の
大
鐘

知
恩
院
の
大
鐘
は
、

寛
永
１３

年

（
１
６
３
６
）
に
鋳
造
さ
れ

た
も
の
で
、

鐘
楼
は
国
の
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
さ
３
．
３

ｍ
ヽ

直
径
２８
ｍ
ヽ

重
さ

約
７。
ｔ
と
ぃ
ぅ
巨
大
生
鮮
饉
ず
、

奈
良
東
大
寺
、

京
都
方
広
寺
の

大
鐘
と
あ
わ
せ
て
日
本
三
大

梵
鐘
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
大
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
る

の
は
、

基
本
的
に
４
月
の
御
忌

大
会
と
、

１２
月
の
除
夜
の
鐘
だ

け
で
す
。

近
年
、

慶
弔
の
儀
式

で
鳴
ら
す
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、

正
式
に
１
０
８
打
の
鐘
が

撞
か
れ
る
の
は
大
晦
日
の
除

夜
の
鐘
の
み
で
、

１７
名
の
僧
侶

に
よ
っ
て
撞
か
れ
ま
す
。

今
回
は
梵
鐘
作
り
の
老
舗
、

京
都
市
太
秦
に
あ
る

口
石
澤
の

梵
鐘
」
さ
ん
を
取
材
し
ま
し
た
。

梵
鐘
は
現
在
も
千
年
昔
と
ほ
ぼ
同
じ
製
法
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

製
作
に
は
約
半
年
か
ら
１
年
程
か
か
る
そ
う
で
、発

注
を
受
け
て

曜

醍

か
ら
１
つ
１
つ
手
作
業

内
側

の
鋳
型
と
、

外
型

の
２

つ
を
作
り
、

そ
の

隙
間
に
銅
と
錫
の
液
体

（湯
）
を
流
し
込
み
ま
す
。

こ
れ

を

「火

入
れ
」
と

言
い
、

湯
を
流
し
込
む

速
度
、

温
度
な
ど
様

々

隔

で
鐘

の
形
を
成
型
す
る

とを

　

　

い

が

た

鯉

鋳
型
を
作

っ
て
い
き
ま

馳

す
。

鋳
型
も
昔
な
が
ら

橘

の
製
法

で
、

山
土
と
川

ず流帥　帥済町車成訴町朧れ中獅

鐘の形を作る外型の製作

時
が
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
、

気
が
つ
け
ば
今
年
も
師
走
を
迎
え
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
に
と
っ
て
今
年
は
ど
の
よ
う
な

一
年
だ

っ
た
で
し
ょ
う
か
。

今
号
で
は
京
の
風
物
詩
、

知
恩
院

除
夜
の
鐘
に
つ
い
て
特
集
し
ま
す
。

な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ

っ
て
鐘
の
鋳
上
が
り
が
決
ま
り
ま
す
。

火
入

れ
は
約
２
～
３
分
で
完
了
し
ま
す
が
、

一
一度
と
や
り
な
お
し
の
き

か
な
い
作
業
で
、

職
人
さ
ん
に
と

っ
て
も
非
常
に
緊
張
す
る

一
瞬

だ
そ
う
で
す
。

梵
鐘
の
音
色
は
、

銅
と
錫
の
配
合
率
、

火
入
れ
の
具

合
な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
る
そ
う
で
、

熟
練
の
業
を
要
し
ま
す
。

火
入
れ
の
翌
国
に
は
鋳
型
が
外
さ
れ
、

研
磨
作
業
が
お
こ
な
わ

れ
ま
す
。

そ
の
後
、

鐘
を
露
天
に
さ
ら
し
、

古昭
皿
に
な
っ
た
金
属
分

子
を
安
定
さ
せ
る
「枯
ら
し
」
と
呼
ば
れ
る
養
生
作
業
が
約
半
年
程

お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
業
を
経
て
、

立日
色
の
透
き
通
っ
た
梵
鐘
が
完
成
す

る
の
で
す
。

い
わ
さ
わ
　
い
っ
こ
う

取
材
協
力

「岩
澤
の
梵
鐘
」
社
長
　
山石
澤

一
度

氏

※
月
刊
「知
恩
」
２
０
１
２
年
１２
月
号
に
取
材
内
容
を
さ
ら
に
詳
し
く
掲
載
し
て
い
ま
す
合
知
思
」
の
詳
細
は
Ｐ
「
０

工程中最も重要な り(入れ」作業

屁枯らし」と呼ばれる工程で梵鐘の音色を調整する



除
夜
の
鑑

除
夜
と
は
「旧
年
を
除
く
夜
」
と
い
う
意
味
で
、

１２
月
３‐

日
の
大
晦
日
の
夜
を
指
し
ま
す
。

除
夜
の
鐘
は
、

大
晦
日
に
１
０
８
打
の
鐘
を
撞
き
、

そ

の
鐘
の
音
を
聞
く
こ
と
で
煩
悩
を
払
い
、

清
ら
か
な
心
で

新
年
を
お
迎
え
す
る

と

い
う
行
事

で
す
。

１
０
８
と
い
う
数
は
、

私
た
ち
人
間
の
様
々

な
煩
悩
の
数
を
表
し

て
い
ま
す
が
、

数
の

由
来
や
意
味
は
諸
説

あ
り
定
ま

っ
て
い
ま

せ
ん
。

知
恩
院
の
除
夜
の

鐘
は
１７
名
の
僧
侶
に

よ
っ
て
撞
か
れ
、特

殊

な
撞
き
方
を
し
ま
す
。

親
綱
と
い
う
太
い
綱

を
持

っ
た
撞
手
が
、

「え
―
い
、

ひ
と
―
つ
」

と
い
う
掛
け
声
を
発
す
る
と
、

子
綱
を
引
く
１６
名
の
僧
侶

が
そ
れ
に
呼
応
し
て
「え
―
い
、

ひ
と
―
つ
」
と
返
し
ま
す
。

お
互
い
が
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
「そ
―
れ
―
」
の
掛
け

声
と
と
も
に
力
強
く
撞
木
を
引

っ
張
る
と
、

親
綱
を
持

っ

た
撞
手
が
仰
向
け
に
ぶ
ら
さ
が
る
よ
う
に
し
て
、

体
全
体

を
使

っ
て
大
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
ま
す
。

大
鐘
の
重
低
音
が

１
分
以
上
鳴
り
響
く
中
、

鐘
の
周
り
で
は
役
僧
が
礼
拝
を

行
い
ま
す
。

鐘
撞
き
は
大
晦
日
か
ら
新
年
に
か
け
て
、

年
を
ま
た
い

で
１
０
８
打
が
撞
か
れ
ま
す
。

極
寒
の
京
都
で
、

身
を
清

め
た
僧
侶
た
ち
が
、

人
々
の
罪
障
消
滅
と
世
の
安
穏
を

祈

っ
て
行
う
大
変
厳
か
な
儀
式
で
す
。

平成24年 12月31日偶)

16:30 通 常 閉 P目に参拝の皆さまは一旦ご退出いただきます)

20:30鐘 楼進入口 開門

22:40除 夜の鐘つき始め

※午後11時過ぎに閉門いたしま曳 除夜の鐘の拝観は、午後11時までに境内へお入り

いただいた方までです。大変な混雑が予想されますのでお早めにお越しください。

僧侶17名で撞く知恩院の除夜の鐘

こたいとうち

大鐘の周りでは五体投地の礼拝を行う


