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回峰行初百日満行

そ
の
比
叡
山
は
大
き
く
分
け
て
「
東

塔
」
「
西
塔
」
「
横
川
」
の
３
つ
の

場
所
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
３

つ
の
エ
リ
ア
の
各
神
仏
に
歩
い
て
礼

拝
す
る
の
が
回
峰
行
で
す
。
そ
の
距

離
は
七
里
半
（
約
30
㎞
）
。
礼
拝
す

る
場
所
は
約
２
６
０
箇
所
に
及
び
ま

す
。回

峰
行
の
拠
点
と
な
る
の
は
比
叡

山
の
最
南
に
位
置
す
る
無
動
寺
谷
明

王
堂
。
比
叡
山
ケ―

ブ
ル
駅
か
ら
急

勾
配
の
坂
を
し
ば
ら
く
下
る
と
ポ
ツ

ン
と
出
現
す
る
の
が
明
王
堂
で
す
。

凛
と
し
た
空
気
が
漂
い
ま
す
。
そ
の

明
王
堂
近
辺
の
お
堂
で
回
峰
行
者
は

生
活
を
し
ま
す
。
回
峰
は
、
明
王
堂

か
ら
出
発
し
て
一
周
廻
っ
て
明
王
堂

に
帰
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
（
上
図
参

照
）
修
行
の
単
位
は
百
日
と
し
て
、

千
日
回
峰
行
者
は
7
年
～
１
０
年
か

け
て
行
い
ま
す
。

私
が
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の

は
、
最
初
の
百
日
間
の
み
で
す
。
百

日
回
峰
行
を
修
し
た
も
の
の
中
か
ら
、

厳
し
い
会
議
で
選
ば
れ
し
比
叡
山
の

住
職
が
、
千
日
回
峰
行
（
十
二
年
籠

山
と
し
て
）
の
許
可
を
得
る
の
で
す
。

現
存
す
る
文
献
で
は
、
５
１
人
も
の

方
が
千
日
回
峰
行
を
満
行
し
て
お
り

ま
す
。

平
成
29
年
7
月
に
当
山
法
嗣
常

寛
が
比
叡
山
（
北
嶺
）
回
峰
行
初

百
日
を
満
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
小
僧
生
活
（
お
堂
や
阿
闍

梨
さ
ん
に
仕
え
る
下
積
み
）
と
御

礼
奉
公
（
修
行
の
御
礼
と
し
て
仕

え
る
）
を
併
せ
て
約
1
年
間
の
比

叡
山
で
の
修
行
生
活
か
ら
戻
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
今
回
の
寺

報
で
は
、
体
験
記
と
回
峰
行
を
ク

ク
ロ―
ズ
ア
ッ
プ
致
し
ま
す
。

昨
今
メ
デ
ィ
ア
で
も
多
く
取
材
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
回
峰

行
」
と
い
う
修
行
を
ご
存
知
の
方
は
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

実
際
に
何
を
し
て
い
る
の
か
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
、
と
い
う
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
そ
の
内
容
や
実
体
験
を
記

述
し
て
ま
い
り
ま
す
。

■
概
要

回
峰
行
と
は
、
読
ん
で
字
の
ご
と
く

峰
を
回
る
修
行
で
す
。
比
叡
山
の
修
験

道
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
京
都
の

東
北
、
滋
賀
県
に
位
置
す
る
比
叡
山
は

峰
々
が
連
な
っ
て
出
来
て
お
り
、
霊
山

と
し
て
鎮
座
し
て
お
り
ま
す
比
叡
山
の

回
峰
行
は
、
元
来
３
つ
あ
っ
た
の
で
す

が
、
昨
今
は
飯
室
谷
と
無
動
寺
谷
の
回

峰
行
の
２
つ
に
な
り
、
私
が
ご
縁
が

あ
っ
た
の
は
無
動
寺
谷
の
回
峰
で
す
。

■
目
的

こ
の
修
行
の
根
本
精
神
は
、
法

華
経
に
出
て
来
る
「
常
不
軽
」
の

精
神
で
す
。
法
華
経
に
常
不
軽
菩

薩
と
い
う
、
ど
ん
な
に
馬
鹿
に
さ

れ
て
も
迫
害
さ
れ
て
も
誰
に
対
し

て
も
敬
意
を
持
っ
て
礼
拝
し
続
け

た
菩
薩
の
お
話
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
常
不
軽
菩
薩
は
、
後
の
仏
陀
と

も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

回
峰
行
の
開
祖
は
相
應
和
尚
と

い
う
平
安
時
代
の
僧
侶
で
す
。
相

應
和
尚
は
、
そ
の
常
不
軽
菩
薩
の

精
神
に
倣
い
、
比
叡
山
入
山
当
初

に
不
軽
の
行
を
積
む
た
め
に
、
根

本
中
堂
に
約
7
年
間
毎
日
欠
か
さ

ず
に
お
花
を
お
供
え
し
て
い
ま
し

た
。そ

の
不
断
の
行
い
に
倣
い
、
回

峰
行
者
は
毎
日
欠
か
さ
ず
に
山
川

草
木
諸
仏
諸
菩
薩
に
お
詣
り
し
ま

す
。
そ
し
て
、
行
の
後
半
か
ら
は

供
華
（
く
げ
）
と
言
っ
て
全
て
の

礼
拝
場
所
に
華
を
お
供
え
し
ま
す
。

ま
た
、
中
国
天
台
の
開
祖

天
台

大
師
の
仰
っ
た
「
行
不
退
」
の
精

神
を
受
け
継
ぎ
、
自
身
を
不
動
明

王
に
見
立
て
て
、
ど
ん
な
こ
と
が

あ
ろ
う
と
行
を
止
め
ず
、
常
不
軽

の
精
神
を
宿
す
こ
と
が
、
こ
の
修

行
の
最
大
の
目
的
と
も
言
え
ま
す
。

■
装
束

回
峰
行
者
の
姿
格
好
は
独
特
な
も

の
で
す
。
最
大
の
特
長
で
あ
る
未
開

の
蓮
華
を
か
た
ど
っ
た
桧
笠
は
、
不

動
明
王
で
あ
る
持
仏
と
し
て
必
ず
携

え
ま
す
。

死
装
束
と
も
言
わ
れ
る
白
装
束
は
、

行
中
に
い
つ
で
も
葬
式
が
出
来
る
た

め
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
た
、
不
動

明
王
の
蓮
台
を
擬
し
た
八
葉
蓮
華
の

草
鞋
を
履
き
、
腰
に
は
死
出
紐
を
結

び
、
不
動
明
王
の
降
魔
の
剣
を
模
し

た
檜
扇
を
腰
に
刺
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
生
身
の
不
動
明
王
の

表
現
と
も
、
ま
た
、
行
が
半
ば
で
挫

折
す
る
と
き
は
自
ら
生
命
を
断
つ
と

い
う
厳
し
さ
を
示
す
た
め
と
も
い
わ

れ
ま
す
。
百
日
の
回
峰
行
者
は
素
足

に
草
鞋
で
す
が
、
千
日
回
峰
行
者
の

方
は
、
四
百
日
目
か
ら
は
足
袋
を
履

き
、
お
笠
を
頭
に
頂
く
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
六
百

日
目
か
ら
は
白
帯
行
者
と
言
わ
れ
、

杖
も
携
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
百

日
か
千
日
か
は
、
見
た
目
で
す
ぐ
に

識
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

た
だ
し
、
百
日
回
峰
行
者
も
一
度

だ
け
お
笠
を
頭
に
頂
き
、
足
袋
を
履

く
こ
と
を
許
さ
れ
る
日
が
あ
り
ま
す
。

「
京
都
切
り
廻
り
」
で
す
。
阿
闍
梨

様
に
導
か
れ
て
、
京
都
の
寺
社
仏
閣

を
お
参
り
し
、
人
の
た
め
の
修
行
が

出
来
る
日
で
す
。
前
日
に
は
2
周
分

歩
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

回峰行のルート

回峰中 無動寺坂を登る法嗣

素足に草鞋で歩く

回峰行拠点

京都切り廻り
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■
内
容

生
活

回
峰
行
者
の
生
活
は
毎
日
同
じ
こ
と
の
繰
り

返
し
で
す
。
人
に
よ
っ
て
時
間
の
差
異
は
多
少

あ
り
ま
す
が
、
大
体
午
前
1
時
頃
起
床
。
身
支

度
を
し
て
勤
行
を
約
30
分
。
午
前
2
時
前
に

は
出
峰
。
約
5
時
間
か
け
て
七
里
半
を
歩
い
て

帰
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
は
普
段
の
小

僧
生
活
の
始
ま
り
で
す
。

千
日
回
峰
行
者
を
満
行
し
た
阿
闍
梨
様
に
仕

え
る
生
活
で
す
。
護
摩
の
準
備
や
片
付
け
、
訪

ね
ら
れ
る
信
者
さ
ん
へ
の
お
昼
ご
は
ん
の
用
意
、

お
給
仕
、
信
者
さ
ん
宛
の
札
作
成
や
案
内
状
、

境
内
の
掃
除
、
毎
日
の
参
道
掃
除
な
ど
の
作
務

は
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
時
間
を
縫
っ

て
自
身
の
洗
濯
や
札
を
作
成
し
ま
す
。
一
般
の

皆
さ
ん
が
寝
て
お
ら
れ
る
深
夜
か
ら
早
朝
に
さ

せ
て
い
た
だ
く
か
ら
こ
そ
の
修
行
と
な
り
ま
す
。

阿
闍
梨
さ
ん
に
修
行
前
に
言
わ
れ
た
こ
と
は

「
己
で
決
め
た
己
の
た
め
の
修
行
、
努
力
す
る

の
は
大
前
提
。
し
ん
ど
く
て
当
た
り
前
だ
」
と

い
う
こ
と
で
す
。

■
師
資
相
承
、
不
文
律

現
在
の
回
峰
行
の
体
裁
が
整
っ
た
の
は
、
室
町
時

代
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
織
田
信
長
の
焼
き
討
ち

に
よ
り
そ
れ
以
前
の
資
料
は
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
千
日
回
峰
行
は
遥
か
昔
か
ら
今
に
至
る
ま
で

師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
引
き
継
が
れ
て
お
り
ま
す
。
時

代
を
越
え
て
今
な
お
こ
の
厳
し
い
修
行
が
続
い
て
い

る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
「
師
資
相
承
」
が
あ
り
ま

す
。
回
峰
行
者
が
ど
の
場
所
で
お
参
り
し
て
、
何
を

唱
え
る
の
か
は
、
初
日
に
千
日
回
峰
行
者
か
ら
た
っ

た
一
度
だ
け
「
伝
法
」
（
共
に
山
を
廻
っ
て
教
え
て

も
ら
う
）
を
し
て
頂
き
ま
す
。
そ
れ
を
「
手
文
」
と

言
わ
れ
る
小
さ
い
冊
子
に
必
死
に
記
述
し
て
い
き
ま

す
。
こ
の
手
文
は
、
門
外
不
出
で
回
峰
行
者
の
み
が

知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
た
、
回
峰
行
が
厳
し
い

と
言
わ
れ
る
理
由
と
し
て
は
先
述
の
「
行
不
退
」
と

い
う
不
文
律
が
あ
る
か
ら
で
す
。
一
度
行
を
始
め
た

人
間
は
、
途
中
で
や
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

途
中
で
回
峰
が
で
き
な
く
な
っ
た
ら
自
害
を
し
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
厳
し
さ
故
に
、
回
峰
行
は

今
な
お
続
い
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

青栁 智久様 阿部 健次様 安部 栄子様
新井 達雄様 石巻 常子様 石澤 欣也様
岡野 格也様 片岡 純子様 古山 誠様
斉藤 菊江様 斎藤 良夫様 田島 哲様

■
概
要

伝
法
し
て
頂
い
た
光
永
圓
道
阿
闍
梨
様

の
師
匠
の
光
永
覚
道
阿
闍
梨
様
と
著
書
と

な
り
ま
す
。

ご
自
身
が
満
行
さ
れ
た
千
日
回
峰
行
に

つ
い
て
、
詳
細
ま
で
事
細
か
く
書
か
れ
た

本
で
す
。
今
回
の
寺
報
で
書
い
た
情
報
は
、

百
日
の
回
峰
行
の
ほ
ん
の
一
端
を
綴
っ
た

も
の
に
な
り
ま
す
。

比
叡
山
の
行
門
に
お
い
て
真
髄
と
な
る

千
日
回
峰
行
に
つ
い
て
、
ご
自
身
の
身
体

の
変
化
や
感
覚
の
変
化
を
含
め
た
貴
重
な

体
験
記
が
、
こ
の
本
に
は
詰
ま
っ
て
お
り

ま
す
。
「
堂
入
り
」
と
呼
ば
れ
る
、
９
日

間
飲
ま
ず
、
食
わ
ず
、
寝
ず
、
横
に
な
ら

ず
、
の
凄
ま
じ
い
苦
行
の
詳
細
も
書
か
れ

て
お
り
ま
す
。
こ
の
寺
報
で
回
峰
行
に
ご

興
味
を
持
た
れ
た
方
は
、
そ
の
細
部
ま
で

知
る
こ
と
が
出
来
る
本
と
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
お
薦
め
致
し
ま
す
。

千日回峰行
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一言コメント
実際に経験された方が
見た境地や体験談が
私たちにもわかりやすく
綴っていらっしゃいます

根本中堂大改修寄進者

ご協力頂いた皆様
誠にありがとうございました

引き続き募集はしております

■
満
行
を
し
て

憧
れ
で
も
あ
っ
た
回
峰
行
は
私
に
と
っ
て
、
誠
に

幸
せ
な
時
間
で
し
た
。
初
出
峰
か
ら
約
３
週
間
は
、

足
が
草
鞋
に
な
れ
ず
、
皮
も
何
重
に
も
え
ぐ
れ
て
、

爪
も
は
が
れ
、
捻
挫
も
し
、
肉
離
れ
を
し
て
満
身
創

痍
で
し
た
。
一
日
一
日
、
生
き
て
帰
っ
て
こ
れ
た
こ

と
に
喜
び
と
安
堵
を
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

足
も
野
生
化
し
て
慣
れ
て
く
る
と
、
本
意
で
あ
る
礼

拝
に
専
念
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

比
叡
山
に
溶
け
込
み
、
自
然
、
仏
様
、
神
社
の
神
様
、

に
礼
拝
を
し
て
、
山
と
一
体
と
な
る
感
覚
を
味
わ
い

ま
し
た
。
正
に
法
悦
の
実
体
験
で
し
た
。

ま
た
、
山
か
ら
普
賢
寺
ま
で
行
脚
し
た
際
に
も
、

沢
山
の
方
に
支
え
て
も
ら
い
、
こ
の
島
と
人
の
美
し

さ
を
味
わ
い
ま
し
た
。
こ
の
美
し
い
国
に
生
ま
れ
、

素
晴
ら
し
い
ご
縁
の
も
と
で
、
生
か
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
、
改
め
て
感
謝
い
た
し
ま
し
た
。
貴
重
な
修
行

を
さ
せ
て
頂
い
た
恩
返
し
と
し
て
、
皆
様
の
た
め
、

人
の
た
め
、
世
の
た
め
に
一
層
精
進
し
て
参
る
次
第

で
す
。
こ
れ
か
ら
が
真
の
修
行
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

初出峰の日に光永圓道
大阿闍梨様に伝法して頂く

日吉大社で
信者さんにお加持をする

京都切り廻り 清水寺にて
この日だけ“他人”のために修行をさせて頂く
総代さんや住職にも来ていただきました
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