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とは？
道を求める事、つまり見道・求道を繰り返し繰り返し反復するという意味
です。私住職もこのお便りと一緒に熟していければと思っております。

百
螺
祈
願
特
別
号

(上から)震災直後の熊本城、加藤神社、阿蘇神社。
熊本城と阿蘇神社の変わり果てた姿は、県民に大きなショックを与えました。

月
に
熊
本
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
大
地
震
。

あ
れ
か
ら
早
い
も
の
で
五
カ
月
が
経
と
う

と
し
て
お
り
ま
す
。被
災
さ
れ
た
皆
様
が

一
日
も
早
く
日
常
生
活
に
戻
れ
る
よ
う
祈
る
ば
か
り
で

ご
ざ
い
ま
す
。

　
本
蔵
院
も
堂
内
の
仏
像
、仏
具
、書
棚
等
が
損
傷
す
る

な
ど
の
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。さ
ら
に
、県
の
調

べ
に
よ
る
と
、県
内
千
カ
所
を
超
え
る
神
社
仏
閣
が
倒
壊

し
、再
建
や
修
復
が
必
要
な
状
態
と
い
う
こ
と
で
す
。

特
に
県
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
熊
本
城
お
よ
び

阿
蘇
神
社
が
激
し
く
損
壊
し
た
こ
と
は
、皆
さ
ん
も
よ
く

知
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。こ
の
神
社
仏
閣
の
一
刻
も
早

い
復
興
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
さ
て
、本
蔵
院
は
京
都
の
総
本
山
醍
醐
寺
の
末
寺
で
、

こ
の
宗
団
を
醍
醐
派
と
い
い
ま
す
。醍
醐
寺
に
は
、全
国

の
醍
醐
派
の
青
年
僧
侶
で
組
織
す
る
青
年
部
「
醐
山

青
年
連
合
会(

以
下
、醐
青
連)

」が
ご
ざ
い
ま
す
。私
は

こ
の
醐
青
連
の
副
理
事
長
お
よ
び
九
州
支
部
の
支
部
長

を
兼
任
し
て
お
り
ま
す
関
係
で
、震
災
前
、熊
本
の
霊
山

で
修
行
を
行
う
企
画
を
立
て
て
お
り
ま
し
た
。

　
と
言
い
ま
す
の
も
、
総
本
山
醍
醐
寺
は
、
役
行
者

(

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ)

が
開
か
れ
た
修
験
道
の
本
山
で
も

あ
り
ま
す
。よ
っ
て
我
々
醍
醐
派
の
僧
侶
は
、
修
験
道

つ
ま
り
山
伏
の
修
行
も
行
い
ま
す
。そ
の
た
め
、富
士
山

を
は
じ
め
と
す
る
日
本
各
地
の
霊
峰
を
修
行
の
場
と
し
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、今
回
の
地
震
を
受
け
、震
災
前
に
立

ち
上
げ
た
企
画
は
一
旦
中
止
に
。被
害
を
心
配
し
て
く
れ

た
醐
青
連
の
仲
間
た
ち
が
遠
く
は
青
森
か
ら
、多
方
面

よ
り
熊
本
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
仲
間

た
ち
と
支
援
を
行
う
な
か
で
、仲
間
た
ち
と
と
も
に
醍
醐

派
の
僧
侶
と
し
て
こ
の
熊
本
に
何
か
で
き
な
い
か
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
か
ら
私
は
、熊
本
城
や
加
藤
清
正
公
、阿
蘇
神
社

な
ど
の
歴
史
を
紐
解
き
ま
し
た
。そ
う
す
る
と
、あ
る
史

実
に
出
会
い
、ひ
と
つ
の
ひ
ら
め
き
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
熊
本
に
住
む
醍
醐
派
僧
侶
で
あ
る
私
、そ
し
て

醍
青
連
の
仲
間
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
だ
と
い
う
思
い
を

抱
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
が
、今
回
皆
様
に
お
知
ら
せ
し
た
い「
今
、熊
本

に
祈
る 

百
螺
祈
願
」と
い
う
行
事
で
す
。わ
が
醍
醐
派
を

挙
げ
て
の
壮
大
な
企
画
で
す
。ど
う
か
皆
様
、以
下
の
内

容
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。ぜ
ひ
こ
の
趣
旨
に
ご
賛
同
た
ま

わ
り
、お
一
人
で
も
多
く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
、切
に
切
に
願
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
上
の
ご
挨
拶
文
の
中
で
、私
は
あ
る
史
実
に
出
会
っ

た
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
こ
れ
は
熊
本
で
は
大
変
有

名
な
史
実
で
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
が
、
浅
学
非
才

な
も
の
で
こ
の
史
実
を
知
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
大

変
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
加
藤
清
正
公
は
、
今
か
ら
約
四
百
年
前
の
慶
長
年

間
に
熊
本
城
を
築
城
さ
れ
ま
す
。
そ
の
築
城
に
際
し

清
正
公
は
、
龍
蔵
院
と
い
う
山
伏
を
招
き
、
地
鎮
祈

祷
の
法
要
を
営
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
史
実
か
ら
、
こ
の
祈
り
を
現
代
に
再
現
で
き

な
い
か
と
思
い
至
っ
た
の
が
今
回
の
企
画
で
す
。
醍

醐
派
の
青
年
僧
侶
約
百
名
を
、
清
正
公
を
主
祭
神
と

す
る
加
藤
神
社
に
集
結
さ
せ
、
今
回
の
地
震
で
傷
つ

い
た
熊
本
を
鎮
め
る
地
鎮
祈
祷
を
行
い
ま
す
。
さ
ら

に
は
、
山
伏
百
名
に
よ
る
百
丁
の
法
螺
貝
を
清
正
公

に
奉
納
し
、一
日
も
早
い
熊
本
お
よ
び
熊
本
城
の
復
興

の
祈
り
を
届
け
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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こ
の
秋
、熊
本
地
震
か
ら
の
復
興
を
祈
る

平成二十八年 初秋
◆
　百
螺
祈
願
に
向
け
て
の
ご
挨
拶

◆
　「
百
螺
祈
願
」の
歴
史
的
背
景
と
意
義

◆
　ツ
ア
ー
参
加
の
お
知
ら
せ

◆
　「
子
ど
も
山
伏
」
参
加
者
募
集

本
蔵
院
か
ら
の
季
節
の
お
た
よ
り
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　醍醐寺には「醍醐の花見」で秀吉が眺めた
とされる桜の子孫である、樹齢150年のしだ
れ桜が残されています。枝いっぱいに花を
咲かせ、多くの参拝者の目をなごませます。
　このしだれ桜を住友林業株式会社および住
友林業緑化株式会社がバイオ技術で増殖
し、同じ遺伝子を持つ桜として生まれたのが
今回植樹する「クローン桜」です。

醍醐寺のクローン桜

ひ
ゃ
く 

ら 

き 

が
ん

ひ
ゃ
く 

ら 

き 

が
ん

秀吉が愛でた花を最新技術で再現

熊
本
地
震
が
起
き
た
今
だ
か
ら
こ
そ
実
現
を

熊
本
城
と
加
藤
清
正

　
阿
蘇
の
信
仰
は
、
阿
蘇
山
火
口
を
ご
神
体
と
し
て
い

ま
す
。
そ
の
昔
、
阿
蘇
で
は
阿
蘇
谷
に
鎮
座
す
る

阿
蘇
宮（
現
在
の
阿
蘇
神
社
）と
、阿
蘇
山
上
の
坊
中

（
山
岳
修
験
勢
力
）と
い
う
二
つ
の
宗
教
拠
点
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
坊
中
と
呼
ば
れ
る
僧
侶
や
山
伏

の
坊
舎
は
、
現
在
の
草
千
里
付
近
に
甍
を
並
べ
て
い
た

と
さ
れ
ま
す
。

　
一
説
に
は
、
天
竺
か
ら
や
っ
て
き
た
最
栄
と
い
う

僧
侶
が
火
口
近
く
で
十
一
面
観
世
音
菩
薩
を
感
得
し
、

そ
れ
を
祀
っ
た
の
が
起
こ
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
、
本
蔵
院
は
そ
の
流
れ
を
汲
む
お
寺
と
し
て
伝

わ
っ
て
お
り
、本
蔵
院
の
山
号
は
「
最
栄
山
」
で
あ
り
、

本
堂
正
面
に
は
「
最
栄
室
」
と
い
う
額
が
掛
か
っ
て
い

ま
す
。

　
昔
、
阿
蘇
に
は
い
つ
も
山
伏
の
法
螺
の
音
が
轟
い

て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
こ
の
歴
史
的

背
景
を
ふ
ま
え
、

も
う
一
度
こ
の
修

験
の
山
に
法
螺
の

音
を
響
か
せ
、阿
蘇

の
神
々
に
祈
り
を

捧
げ
る
べ
き
だ
と

考
え
ま
し
た
。そ
こ
で
阿
蘇
神
社
様
へ
お
願
い
を
し
、

祈
念
法
要
を
厳
修
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
も
ま
た
時
代
を
超
え
た
阿
蘇
の
本
来
の

姿
を
再
現
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

阿
蘇
神
社
と
阿
蘇
修
験

　
総
本
山
醍
醐
寺
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
で
荒
廃
し
た

際
、
豊
臣
秀
吉
の
後
援
を
受
け
再
興
し
た
、
秀
吉
ゆ
か

り
の
お
寺
で
す
。
晩
年
、
秀
吉
は
醍
醐
寺
に
て
「
醍
醐

の
花
見
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
秀
吉
は
、
畿

内
や
奈
良
吉
野
の
桜
七
百
本
を
醍
醐
寺
に
移
植
さ
せ
、

そ
の
桜
を
醍
醐
山
の
上
か
ら
眺
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
醍
醐
寺
に
は
、
秀
吉
が
花
見
を
行
っ
た
桜
の
子
孫
で

あ
る
ク
ロ
ー
ン
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
こ
の

桜
を
、
秀
吉
か
ら
清
正
へ
の
贈
り
物
と
し
て
加
藤
神
社

と
阿
蘇
神
社
に
て
植
樹
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
時
代
を
超
え
て
、
熊
本
復
興
の
新
た
な
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
こ
の
地
に
秀
吉
の
桜
が
咲
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

醍
醐
の
桜
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醍醐寺のクローン桜

これまで述べた思いから執り行う百螺祈願。
日取りは11月7日、8日です。

初日は、本蔵院を出立、市街地一帯を徒歩練行し、加藤神社へ。
二日目は阿蘇市・国造神社を出立、涅槃像ともされる阿蘇五岳を眺めながら阿蘇神社へ向かいます。

各神社では、復興祈念法要ならびに醍醐の桜を植樹いたします。
本蔵院では、この百螺祈願に同行する「百螺祈願参拝ツアー」の参加者を募集しています。

両日の徒歩練行に参加し、祈念法要を見学するツアーです。下記をご覧のうえ、ぜひお申し込みください。

これまで述べた思いから執り行う百螺祈願。
日取りは11月7日、8日です。

初日は、本蔵院を出立、市街地一帯を徒歩練行し、加藤神社へ。
二日目は阿蘇市・国造神社を出立、涅槃像ともされる阿蘇五岳を眺めながら阿蘇神社へ向かいます。

各神社では、復興祈念法要ならびに醍醐の桜を植樹いたします。
本蔵院では、この百螺祈願に同行する「百螺祈願参拝ツアー」の参加者を募集しています。

両日の徒歩練行に参加し、祈念法要を見学するツアーです。下記をご覧のうえ、ぜひお申し込みください。

百螺祈願で先導する

「子ども山伏」を募集します

ツアー概要

■ 日　　程 ／ 2016年 11月 7日(月)～8日 (火)　[一泊二日]
■ 基本代金 ／ 20,000円～27,000円 (記念品、玉串料込み)を予定
　 ※九州復興割に申請中です。9月中旬頃料金が確定する予定です。
■ 定　　員 ／先着 40人
■ お申込み・お問合せ ／ 日本内外旅行 ：TEL 0969-22-6000
　  ※基本的に徒歩練行にご参加いただくプランです。
　　  祈念法要のみ参加の場合はバスでの移動になります。ご相談ください。
　  ※詳しいスケジュールについては、同送のチラシをご覧ください。

11月

開催

7日
　(月)
8日
　　(火)
～

本蔵院の檀信徒様を優先的にご案内しています。
どうぞお早めにお申し込みください！

みんなの参加、
待ってるよ☆

百螺祈願の行列を先導する「子ども山伏」になってくれる子どもたちを
募集します。山伏の衣装をつけて、一緒に歩きませんか。歩く時間は
1時間程度です。たくさんのご応募お待ちしています。

　○ 日　時 ／ 11月7日(月)　
　　 　　　　  10時    本蔵院 集合
　　 　　　　  15時頃 加藤神社にて解散
        ※本蔵院から加藤神社まで1時間程度歩いた後、
           復興祈念法要を見学。　

　○ 対　象 ／年中さん以上、小学6年生以下

　○ 定　員 ／ 20人 (先着順)
　　  ※保護者の参加も可能ですが、列には入らず
　　　  端をお歩きいただきますようお願いいたします。

　○ 参加費 ／ 3,000円 (衣装代込・がんばり賞付き)
　○ お申し込み方法 ／
　　 096-364-4848にお電話のうえ、
　　 参加するお子さまのお名前、性別、年齢、身長、
　　 保護者の名前と連絡できる電話番号を
　　 お知らせください。

募集要項


