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日
泰
寺
の
法
式
声
明 

 プ
ラ
ー
プ 
ブ
ッ
ダ
ー
ム 

 

サ
ラ
ナ
ー
ム 
ガ
ッ
チ
ャ
ー
ミ
ー 

プ
ラ
ー
タ
ン 

ダ
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マ
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サ
ラ
ナ
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ガ
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チ
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ミ
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ガ
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ム 
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ナ
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ガ
ッ
チ
ャ
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こ
れ
は
、
日
泰
寺
で
毎
朝
の
お
勤

め
の
始
め
に
お
唱
え
す
る
パ
ー
リ
語

で
の
三
帰
礼
文
で
す
。 

タ
イ
様
式
の
須
弥
壇
に
は
、
佛
舎

利
と
共
に
下
賜
さ
れ
た
タ
イ
国
国
宝

の
金
銅
釋
迦
如
来
像
が
安
置
さ
れ
、

宗
門
寺
院
で
は
見
ら
れ
な
い
国
際
寺

院
の
様
相
を
呈
し
た
本
堂
で
の
法
要

は
独
特
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い

ま
す
。 

ま
た
朝
課
の
後
に
は
、
地
蔵
歎
偈

や
釈
迦
歎
偈
、
南
無
大
悲
觀
世
音
な

ど
、
独
自
の
差
定
の
中
で
古
来
よ
り

伝
わ
る
声
明
を
お
唱
え
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
伝
統
を
継
承
し
て
き
て

い
ま
す
。 

特
に
月
二
回
勤
ま
る
歎
佛
会
は
、

こ
の
広
い
本
堂
で
、
響
き
渡
る
声
明

を
繰
り
返
し
鍛
練
す
る
こ
と
に
よ
り

安
居
し
た
も
の
す
べ
て
が
習
得
し
て

い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

安
居
者
に
と
っ
て
、
こ
の
本
堂
で

習
儀
し
た
思
い
出
と
声
明
や
進
退
作

法
は
何
物
に
も
代
え
ら
れ
な
い
宝
物

と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

独
自
色
の
あ
る
安
居 

 

宗
門
に
お
い
て
近
年
、
僧
堂
安
居

の
改
革
が
叫
ば
れ
、
均
一
さ
れ
た
規

程
を
履
修
す
る
単
位
制
度
の
中
で
、

今
後
は
各
僧
堂
が
独
自
性
を
打
ち
出

し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

叢
林
の
師
家
が
学
人
を
接
得
す
る

黄金に輝く本尊、釈迦如来像前での朝課 

釈
尊
と
共
に 

～
僧
堂
安
居
を
希
望
す
る
皆
さ
ん
へ
～ 

本堂に響きわたる、歎佛会の声明 

僧堂（坐禅堂）の様子 

日
泰
寺
は
名
古
屋
市
の
東
部
丘
陵
に
位
置
し
、
名
古
屋
市
民
か
ら
は 

「
覚
王
山
」
の
地
名
で
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
月
21
日
の
弘
法
大
師
の
縁
日 

に
は
、
多
く
の
露
店
が
出
て
た
く
さ
ん
の
参
拝
者
で
賑
わ
い
ま
す
。 

そ
ん
な
都
会
の
中
に
あ
る
修
行
道
場
で
す
が
、
ひ
と
た
び
僧
堂
の
門
を 

叩
け
ば
、
こ
の
覚
王
山
日
泰
寺
で
し
か
味
わ
う
こ
と
の
出
来
な
い
経
験
が 

で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
僧
堂
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま
へ
の
報
恩
を
上
山
し 

て
く
る
す
べ
て
の
修
行
僧
と
共
有
し
な
が
ら
、
大
衆
一
如
の
弁
道
を
心
掛 

け
て
い
ま
す
。 

 

日
泰
寺
で
の
修
行
紹
介 
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      《覚王山日泰寺が創建するまで》  
 

今から１２０年前、北インド、ピプラーワーの地で世紀の大発見が 

ありました。その発掘された骨壺には古代文字で次のような文が刻ま 

れていたのです。 
 

『これは佛陀世尊の舎利（骨）を収める器であり、栄光ある釈迦族 

の人々とその兄弟姉妹妻子たちのものである』と。 
 

 これは原始佛典にある釈尊の亡くなった後、遺体を火葬に付し、 

遺骨を八つに分けてお祀りし、その中の釈迦族の人々もその一部を 

得てカピラヴァツに安置したという記載が事実であったことを証明 

するものでありました。 

釈尊の御遺骨は、仏教国であるタイ国に寄贈され、その一部は同じ 

く仏教国であったセイロンやビルマに分与されました。 

それを見聞した日本の駐タイ公使であった稲垣万次郎は羨望たえず、 

日本の仏教徒に対してもその一部を領与せられんことをタイ国王に 

懇願したところ、「特定の宗派ではなく、日本の仏教宗派が一つにな 

ってお祀りするなら、日本国民に下賜する」との勅諚を得られました。 

それを受けて、日本仏教各宗管長が協議を開き、タイ国国王の聖意 

を拝受することを決定し、奉迎使節団を派遣しました。 

そしてそのご真骨をお祀りするために建立されたのが、この覚王山 

日泰寺の始まりであります。当時、奉迎使節団の曹洞宗代表は、日置 

黙仙禅師（当時、可睡斎の住職で後に永平寺貫首）でありました。 

禅師は奉安の地の選定から、日泰寺の建立にあたって、多大なる功績を残されました。その 

為、日泰寺の第三世住職ではありますが、当僧堂で 

は日置黙仙禅師をご開山様と仰ぎ、日々ご回向申し 

上げております。 

我々日泰寺において安居修行する者は、ご本山に 

                   おける高祖さま太祖さまをお慕い申し上げるのと 

同じく、大恩教主釈迦牟尼如来のご真骨をお祀りす 

る『日本仏教の聖地』としての誇りと責任をもって、 

日々のご奉仕とご回向を勤めながら、釈尊膝下にお 

いて坐禅修行が出来る悦びを噛みしめ、僧堂安居を 

送っております。 

に
は
、
参
究
に
そ
れ
な
り
の
時
間
が

必
要
で
す
。
短
い
安
居
期
間
に
お
い

て
、
ど
れ
だ
け
の
修
得
が
出
来
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
良
き
出
逢
い
と

そ
れ
ぞ
れ
の
熱
い
求
道
心
で
、
少
し

で
も
宗
門
人
と
し
て
の
基
礎
が
身
に

付
く
よ
う
幅
広
く
学
ん
で
い
っ
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
す
。 

 

曹
洞
宗
認
可
僧
堂
と
し
て 

 

日
泰
寺
専
門
僧
堂
は
、
曹
洞
宗
認

可
専
門
僧
堂
と
し
て
令
和
四
年
十
月

に
再
認
可
さ
れ
ま
し
た
。 

今
後
と
も
山
内
役
寮
大
衆
が
一
如

と
な
っ
て
、
日
々
の
行
持
を
勤
め
て

ま
い
り
ま
す
。
安
居
を
志
す
方
、
又

ご
子
弟
を
送
り
出
さ
れ
る
ご
寺
院
様

に
は
、
是
非
、
覚
王
山
日
泰
寺
専
門

僧
堂
へ
の
安
居
ご
上
山
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

         

 
                      

        

                              

                

               

 新到上山を迎えて 

ピプラーワー出土仏舎利骨壺 

荘厳にそびえる日泰寺本堂の全景 

ガンダーラ様式の花崗岩の佛舎利塔 
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禅
と
の
出
逢
い 

 
 

僧
堂
に
安
居
す
る
者
の
多
く
は
、

寺
院
で
生
ま
れ
育
っ
て
い
て
も
、
き

ち
ん
と
し
た
坐
禅
を
経
験
し
て
い
な

い
の
が
現
状
で
す
。
禅
の
つ
ど
い
や

徒
弟
研
修
で
、
坐
禅
体
験
は
あ
る
も

の
の
、
衣
と
お
袈
裟
を
着
け
て
、
坐

禅
堂
で
面
壁
坐
禅
す
る
こ
と
は
僧
堂

に
安
居
し
て
初
め
て
経
験
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。 

    

テ
レ
ビ
な
ど
の
映
像
を
通
し
て
、

ど
う
し
て
も
「
坐
禅
＝
厳
し
い
」
や

「
警
策
＝
罰
（
痛
い
）」
の
イ
メ
ー
ジ

が
刷
り
込
ま
れ
、
坐
禅
本
来
の
意
味

で
あ
る
「
安
楽
の
法
門
」
の
受
取
り

が
出
来
な
い
の
が
大
き
な
問
題
で
す
。 

 

僧
堂
に
お
い
て
、
最
初
の
関
門
が

「
旦
過
寮
（
た
ん
が
り
ょ
う
）」
で
す
。

客
行
和
尚
に
連
れ
ら
れ
、
案
内
さ
れ

る
の
が
僧
堂
の
外
単
（
が
い
た
ん
）
、

そ
こ
で
は
入
堂
が
許
さ
れ
る
ま
で
た

だ
面
壁
し
て
坐
っ
て
い
る
だ
け
。
修

行
へ
の
覚
悟
を
自
ら
に
問
い
か
け
る

時
間
で
も
あ
り
ま
す
。
時
計
の
な
い

空
間
で
、
一
日
た
だ
坐
る
だ
け
の
行

為
は
、『
禅
』
の
何
た
る
か
を
初
め
て 

                

知
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 

入
堂
後
は
、
日
々
如
常
の
行
持
と

し
て
坐
禅
に
親
し
ん
で
ゆ
き
ま
す
が
、

や
は
り
、『
摂
心
会
（
せ
っ
し
ん
え
）』

を
経
験
す
る
こ
と
で
『
禅
』
に
対
す

る
気
持
ち
や
取
り
組
み
は
必
然
的
に

変
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

最
初
は
、
足
や
か
ら
だ
が
痛
い
の

を
が
ま
ん
す
る
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、

三
日
、
四
日
が
過
ぎ
る
と
だ
ん
だ
ん

慣
れ
て
く
る
も
の
で
、
疲
れ
か
ら
自

然
と
頭
で
考
え
る
坐
禅
を
や
め
る
よ

う
に
な
っ
て
く
る
と
、
「
た
だ
坐
る
」

こ
と
の
意
味
が
少
し
分
か
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
も
の
で
す
。 

 

磨
塼
作
鏡
〈
ま
せ
ん
さ
き
ょ
う
〉

（
瓦
を
磨
い
て
鏡
と
作
す
）
の
故
事

の
よ
う
に
、
仏
を
求
め
な
い
無
功
徳

の
坐
禅
に
出
逢
え
る
の
が
、
僧
堂
で

修
行
す
る
こ
と
の
意
義
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。 

 

師
と
の
出
逢
い 

  

僧
堂
で
は
、
堂
長
老
師
を
は
じ
め
、

お
師
家
（
し
け
）
様
〈
修
行
僧
に
禅

の
教
え
を
教
化
指
導
す
る
老
宗
師
〉

が
お
ら
れ
ま
す
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
僧
堂
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
お
師
家
様
の
家
風
が
あ
り
、

そ
の
道
場
の
雰
囲
気
や
特
色
が
つ
く

ら
れ
て
き
ま
す
。 

 

古
来
よ
り
、
お
師
家
様
の
家
風
を

慕
っ
て
雲
衲
が
集
ま
る
と
い
う
の
が

叢
林
本
来
の
形
で
す
。 

 

そ
の
お
師
家
様
に
日
々
接
す
る
こ

と
や
、
提
唱
や
小
参
な
ど
の
問
答
を

通
じ
て
、
禅
の
奥
深
さ
を
見
聞
す
る

こ
と
が
出
来
る
の
も
、
僧
堂
な
ら
で

は
の
経
験
で
す
。 

 

小
規
模
の
僧
堂
で
は
、
修
行
僧
全

員
が
、
お
師
家
様
と
一
対
一
で
禅
の

受
け
取
り
を
通
じ
合
わ
す
『
入
室
』

や
『
晩
参
』
な
ど
も
行
わ
れ
、
自
己

僧堂の坐禅牌 

『
僧 そ

う

堂 ど
う

で
過 す

ご
す
一 と

瞬 き

』 

～
大
切
な
三
つ
の
出
逢
い
～ 

 

得
度
し
た
僧
侶
が
生
涯
に
お
い
て
、
僧
堂
（
叢
林
）
で
修
行
す
る
と
い
う
期
間

（
時
間
）
は
、
と
て
も
短
く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
短
い
時
間
の
中
に
は
、
僧
と
し
て
、
ま
た
住
職
と
し
て
、
そ
の
後
の
人
生
の

礎
（
い
し
ず
え
）
と
な
る
大
切
な
三
つ
の
出
逢
い
が
必
ず
待
っ
て
い
ま
す
。 

一
つ
は
「
禅
と
の
出
逢
い
」、
次
は
「
師
と
の
出
逢
い
」、
最
後
は
「
友
と
の
出 

逢
い
」
で
す
。
み
な
叢
林
と
い
う
特
別
な
環
境
に
お
け
る
貴
重
な
出
逢
い
が
自
ら

の
今
後
に
大
き
く
左
右
し
て
ゆ
く
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

そ
の
僧
堂
で
の
大
切
な
三
つ
の
出
逢
い
を
、
詳
し
く
見
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
。 

僧堂外単での坐禅 

安
居
を
志
す
方
へ 
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日泰寺専門僧堂での上山後の配役公務の進め方（おおまかの目安として） 
 

安居上山・・・旦過寮…入堂までその道心を問うために三日間の仮入門の期間がある。 

その間、応量器の作法や、基本の所作・作法を習う。 

入堂後・・・・まずは公務の内容が書かれた心得帖を書写して、日常の公務（直堂…日常生活 

全般の雑務を担当する役）を加番に付いて覚える。 

加番…当番に付き添いながら、先輩の仕事を見て覚える役。 

一ヶ月目・・・直堂の当役や鐘司の当役にあたって日常の仕事、鳴らし物を覚え、実践する。 

       朝課の侍者・侍香の公務を覚え、実践する。 

       行持の前には必ず習儀（ならし）〈練習〉を行うので当った配役が確実に実践 

できるよう練習して覚える。 

二ヶ月目・・・殿行・供頭（本堂の準備・行持裏方の進行役）の公務を覚え、実践する。 

       典座当役（日々の調理当番）の公務が当り出す。 

三ヶ月目・・・堂行（磬子や木魚の鳴らし物の役）の公務を覚え、実践する。 

四ヶ月目・・・挙経や回向法を習いながら、朝課維那の当役が順次あたる。 

五ヶ月目・・・朝課代香の進退を覚え、朝課導師を務める。 

六ヶ月目・・・歎佛朝課の主賛（節のある声明）の当役があたる。 

 

※一制中を終えるころまでには、一通りの公務をこなせるように日々、習儀（ならし）〈練習〉 

を行い、間違いや失敗があれば、繰り返し実践しながら、自信を持って各配役が務められるよ

う各配役が当っていきます。習儀には、役寮・古参が必ず付き添い、細かな点まで入念に指導

しています。 

の
究
明
が
進
む
こ
と
と
な
り
ま
す
。 

 
論
語
の
述
而
に
『
三
人
行
け
ば
、

必
ず
我
が
師
有
り
』
と
あ
り
ま
す
。 

善
を
行
う
者
に
は
従
い
、
不
善
を

行
う
者
が
い
れ
ば
自
分
を
省
り
み
れ

ば
よ
い
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。 

僧
堂
に
お
い
て
も
、
お
師
家
様
だ

け
で
な
く
、
共
に
生
活
す
る
す
べ
て

の
人
々
が
師
と
な
り
、
我
が
人
生
の

大
い
な
る
道
標
と
な
る
で
し
ょ
う
。 

 

僧
堂
に
お
い
て
出
逢
う
す
べ
て
の

師
が
自
ら
の
僧
侶
人
生
を
支
え
て
く

れ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

                 

友
と
の
出
逢
い 

  

修
行
を
共
に
し
た
友
人
を
『
法
友
』

ま
た
は
『
道
友
』
と
い
い
ま
す
。 

 

志
を
同
じ
く
し
た
も
の
が
、
偶
然

に
時
を
同
じ
く
し
て
、
同
じ
門
を
叩

い
た
因
縁
は
、
難
値
難
遇
の
出
逢
い

で
す
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
生
ま
れ
育
っ
た
境
遇
は

違
え
ど
も
、
旦
過
寮
を
は
じ
め
、
つ

ら
い
修
行
を
共
に
過
ご
し
た
経
験
は
、

何
物
に
も
代
え
ら
れ
な
い
思
い
出
と

な
り
ま
す
。 

 
最
初
は
、
気
に
入
ら
な
い
者
同
士

で
も
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か

け
で
、
生
涯
の
大
親
友
に
な
る
こ
と

も
よ
く
あ
る
話
で
す
。「
同
じ
釜
の
飯

を
食
べ
た
仲
」
と
は
よ
く
言
い
ま
す

が
、
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
楽

し
い
こ
と
も
辛
い
こ
と
も
、
後
に
な

っ
て
は
修
行
時
代
の
か
け
が
え
の
な

い
一
ペ
ー
ジ
で
す
。 

 

そ
ん
な
『
友
と
の
出
逢
い
』
は
、

僧
堂
生
活
で
得
る
こ
と
が
出
来
る
最

大
の
魅
力
で
あ
り
、
そ
の
後
の
人
生

の
最
高
の
宝
物
に
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。 

 

安
居
を
志
す
人
は
、
そ
ん
な
よ
き

出
逢
い
を
求
め
て
、
僧
堂
の
門
を
叩

い
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
？ 

                              

                              

西堂老師の小参での懇切なご提撕 
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朝
の
振
鈴 

(

起
床
の
合
図) 

 

日
泰
寺
僧
堂
の
朝
の
起
床
は
通
年

午
前
四
時
半
。
前
日
の
直
堂
（
日
直

当
番
役
）
が
三
十
分
前
に
起
床
し
、

僧
堂
正
面
で
聖
僧
様
に
三
拝
し
た
後
、

振
鈴
を
振
り
鳴
ら
し
な
が
ら
、
全
山

を
起
こ
し
ま
す
。 

 
暁
天
坐
禅 

(

朝
の
坐
禅) 

 
 

振
鈴
が
鳴
れ
ば
す
ぐ
に
起
き
て
洗

面
と
着
替
え
を
済
ま
せ
ま
す
。 

 

四
時
四
十
五
分
に
は
、
全
員
が
坐

禅
堂
の
自
分
の
単
に
つ
き
ま
す
。
制

中
は
首
座
和
尚
が
、
堂
内
を
検
単
し
、

そ
の
後
、
堂
長
が
堂
内
を
廻
り
、
止

静
（
坐
禅
開
始
の
鐘
）
が
鳴
ら
さ
れ
、

四
十
五
分
間
の
暁
天
坐
禅
（
朝
の
坐

禅
）
が
始
ま
り
ま
す
。 

      

                 

直
堂
は
警
策
を
持
っ
て
堂
内
を
巡

香
（
見
廻
り
）
し
て
回
り
ま
す
。 

 

鐘
楼
堂
で
は
鐘
司
が
大
梵
鐘
を
心

を
込
め
て
礼
拝
し
な
が
ら
二
分
間
隔

で
十
八
声
鳴
ら
し
ま
す
。 

        

 

五
時
半
に
大
開
静
が
打
ち
鳴
ら
さ

れ
、
坐
禅
終
了
を
告
げ
ま
す
。 

続
い
て
法
堂
で
は
朝
課
始
ま
り
の

殿
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
、
僧
堂
内
で
は
皆

お
袈
裟
を
頭
上
に
頂
き
、
搭
袈
裟
の

偈
を
お
唱
え
し
て
か
ら
、
お
袈
裟
を

着
け
ま
す
。 

                       

僧
堂
安
居
生
活
の
一
日  

～
修
行
道
場
で
の
日
々
の
生
活
を
紹
介
し
ま
す
～ 

 
 

修
行
道
場
で
の
生
活
は
、
自
由
気
ま
ま
に
過
ご
し
て
き
た
学
生
生
活
と
違
い 

 

一
日
の
す
べ
て
を
規
矩
（
生
活
の
ル
ー
ル
）
に
則
り
な
が
ら
、
皆
が
同
じ
こ
と 

 

を
行
じ
る
大
衆
一
如
の
毎
日
で
す
。
初
め
は
食
べ
る
と
き
の
箸
の
上
げ
下
ろ
し 

 

か
ら
寝
る
時
の
姿
勢
ま
で
、
細
か
く
指
導
さ
れ
な
が
ら
の
作
法
の
習
得
に
は
、 

 

皆
、
戸
惑
い
叱
ら
れ
な
が
ら
覚
え
る
の
が
普
通
で
す
。
し
か
し
そ
ん
な
毎
日
も 

慣
れ
て
く
れ
ば
、
そ
の
合
理
的
に
定
め
ら
れ
た
作
法
や
所
作
が
、
自
然
に
身
に 

つ
い
て
き
て
一
人
前
の
修
行
僧
に
な
っ
て
い
く
の
が
毎
年
の
風
景
で
す
。 

日
泰
寺
専
門
僧
堂
の
一
日
の
行
持
風
景
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

釈尊と 

共に 
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朝
課
諷
経 

(

朝
の
お
勤
め) 

 
 

殿
鐘
一
会
が
上
が
る
と
、
大
衆
は
、

揃
っ
て
法
堂
に
上
り
ま
す
。
外
単
の

露
地
位
に
整
列
し
た
後
、
順
に
上
殿

し
ま
す
。 

           

殿
鐘
三
会
に
合
わ
せ
て
、
導
師
が

上
殿
し
、
最
初
に
パ
ー
リ
ー
語
の
三

帰
三
拝
「
ブ
ッ
ダ
ー
ム 

サ
ラ
ナ
ー

ム 

ガ
ッ
チ
ャ
ー
ミ
ー
」
よ
り
朝
課

が
始
ま
り
ま
す
。 

          

           

夏
の
制
中
は
、
楞
厳
会
が
勤
ま
り

ま
す
。
楞
厳
呪
を
読
経
し
な
が
ら
、

堂
内
を
遶
行
し
ま
す
。 

            

お
祖
師
様
や
歴
住
の
月
忌
に
は
、

献
茶
湯
を
し
て
回
向
を
し
ま
す
。 

 

朝
課
の
後
に
は
、
日
替
わ
り
で
大

般
若
祈
祷
や
地
蔵
歎
偈
を
お
唱
え
し

て
コ
ロ
ナ
終
息
の
祈
祷
と
参
詣
者
の

回
向
を
し
ま
す
。 

 

朝
課
が
終
わ
れ
ば
、
僧
堂
に
帰
堂

し
、
聖
僧
様
に
三
拝
。
そ
の
後
、
霊

光
臺
（
方
丈
の
間
）
に
上
が
り
朝
参

の
拝
を
行
い
ま
す
。 

  

僧
堂
飯
台 

(

朝
の
食
事) 

 

続
い
て
、
僧
堂
に
お
い
て
朝
の
行

粥
（
朝
の
食
事
）
が
始
ま
り
ま
す
。 

 

雲
版
、
魚
鼓
、
大
太
鼓
な
ど
の
鳴

ら
し
物
が
あ
り
、
ま
ず
は
聖
僧
様
に

ご
霊
膳
を
お
供
え
し
ま
す
。
そ
し
て
、

食
事
前
の
お
唱
え
を
し
ま
す
。 

                  

         

そ
の
後
、
浄
人 

（
給
仕
役
）
に 

よ
っ
て
お
粥
が 

順
に
給
仕
さ
れ 

ま
す
。 

皆
、
定
め
ら 

 
 
 
 
 
 
 

れ
た
作
法
で
食 

事
が
静
粛
に
進 

み
ま
す
。 

          

最
後
は
、
自
ら
の
食
器
（
応
量
器
） 

を
自
ら
が
き
れ
い
に
洗
い
納
め
て 

単
の
上
部
に
掛
け
て
終
わ
り
ま
す
。 
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日
天
作
務 

(

朝
の
掃
除) 

 

朝
の
飯
台
が
終
わ
れ
ば
、
全
山
の 

掃
除
が
始
ま 

り
ま
す
。 

各
配
役
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

持
ち
場
を
清 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

掃
し
、
境
内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

等
の
掃
除
は 

全
員
が
出
て 

行
な
い
ま
す
。 

 

       

中
食
飯
台 

(

昼
の
食
事) 

 

十
一
時
に
な
る
と
、
お
昼
の
食
事

が
庫
院
に
て
行
わ
れ
ま
す
。
麺
類
等

が
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

         

 

永
代
経 

(

日
泰
寺
の
總
供
養) 

 

午
後
の
十
二
時
半
か
ら
は
、
日
泰

寺
の
僧
侶
全
員
が
出
仕
し
て
永
代
経 

が
勤
め
ら 

れ
ま
す
。 

臨
時
經
や 

納
骨
供
養 

も
行
わ
れ 

毎
日
、
多 

く
の
参
詣 

者
が
お
参 

り
さ
れ
ま 

す
。 

  
講
義
学
科 

(

勉
強
と
習
い
事) 

 
午
後
は
、
僧
侶
と
し
て
の
教
養
を

習
得
す
る
た
め
の
講
義
や
梅
花
流
詠

讃
歌
、
書
道
、
茶
道
、
華
道
な
ど
の

学
科
が
行
わ
れ
ま
す
。 

          

 

晩
課
諷
経 
(

夕
方
の
お
勤
め) 

 

夕
方
に
は
、
晩
課
諷
経
が
勤
め
ら

れ
ま
す
。
日
に
よ
り
お
逮
夜
や
念
誦

も
行
わ
れ
ま
す
。 

             

薬
石
飯
台 

(

晩
の
食
事) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五
時
に
な

る
と 

 
 
 

 
 
 
 

る
と
、
お 

昼
と
同
じ

く 
 
 
 
 

 
 
 
 

く
、
庫
院 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

に
て
晩
の 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

食
事
が
行 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
れ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

習
儀 

(

作
法
の
練
習) 

 

そ
れ
ぞ
れ
が 

法
要
の
配
役 

の
進
退
作
法 

や
法
式
声
明 

を
覚
え
る
た 

め
の
練
習
を 

行
い
ま
す
。 

  

夜
坐 

(

夜
の
坐
禅) 

 

夜
の
坐
禅
は
、
普
勧
坐
禅
儀
を 

読
誦
し
ま
す
。 

           

開
枕 

(

就
寝
の
時
間) 

 

夜
の
八
時
半 

 
 
 
 
 
 
 
 

に
な
る
と
就
寝 

 
 
 
 
 
 
 
 

の
時
間
と
な
り 

各
自
の
単
に
布 

団
を
敷
い
て 

就
寝
し
ま
す
。 
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日泰寺僧堂で安居修行の上山に身につけるもの、準備するものを紹介します。 
 

上山に際し、身につけるものは次のものです。 
 

・直裰（黒）無地のもの ・色物の着物（グレー、紺など） 

・半襦袢   ・下着一式（丸首、長袖は不可） 

・手巾（黒） ・角帯１本（マジック帯でも可） 

・絡子（黒） ・坐蒲  ・手甲  ・脚絆  ・草鞋 

・網代笠   ・腰紐（２本）〈衣を上げるのに使用〉 
 

※網代笠と草鞋は僧堂常什物を借用も可能です 

 

◎袈裟行李一式 

◇袈裟文庫に入れるもの 

・袈裟（黒） ・袈裟袋  ・龍天軸  ・血脈 

・円鏡（立身した者） ・三物（嗣書・血脈・大事）〈嗣法した者〉 

・涅槃金（５，０００円） ・健康保険証  ・印鑑（シャチハタ不可） ・上山許可状 
 

◇応量器一式（布巾や刷の布を確認し、道鉢袋に頭鉢等を入れ、袈裟行李に結ぶ） 
 

◎後付行李に入れるもの 

・襪子１足  ・坐具  ・白タオル  ・洗面用具（歯ブラシ、歯磨き粉）  

・浄髪具（安全かみそり…シック・ジレット等何枚刃でも可・爪切り等の衛生用品） 

・常備薬（特に慢性的疾病の医薬品以外は不可）  ・マスク（5～10枚ほど） 

・僧堂興隆会費（１００，０００円） ・財布（カード類不要） 

 

 下記のものは、布団袋や行李（衣装ケース）に入れて、事前に僧堂へ送り届けます。 
 

・寝具一式（掛・敷布団・枕・毛布２枚）敷布等地味なもの。尚、寝巻とパジャマは不可。 

・色無地の着物（グレー、紺など）２着  ・白衣２着程  ・半襦袢（４枚位） 

・改良衣  ・下着５組位（上はＵ首で肘まで、下は膝までのもので白色、ガラ物は不可） 

・短作務衣（黒色２組） ・襪子（５足位） ・足袋（３足位） ・靴下（無地・白）３足 

・運動靴（白のみ）   ・雪駄      ・折りたたみ傘  ・タオル（３枚位） 

・書道用具一式  ・筆記用具  ・ノート（大学ノート２冊）  

・裁縫道具    ・かみそりの替え刃 

・目覚まし時計  ・漢和辞典（平仄がわかるもの） 

 

※上山準備にあたっては、季節によってかわるもの 

もあります。内容や種類などで、ご不審なことや、 

詳しい内容については、僧堂までお問合せ下さい。 

（電話 052-751-0214） 

                        ※必要なものをまとめるとこのような感じです 

                              

                              

                              

                              

修行に準備するものは？〈意外とたいへんな準備品〉 
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▽
親
戚
だ
っ
た
住
職
が
突
然
亡
く
な

り
、
後
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

お
経
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

修
行
に
つ
い
て
い
け
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

【
回
答
】 

 

誰
に
で
も
第
一
歩
が
あ
り
ま
す
。

初
め
の
頃
は
日
常
生
活
に
戸
惑
う
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
出

来
な
か
っ
た
こ
と
が
毎
日
の
積
み
重

ね
に
よ
っ
て
自
然
と
出
来
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。 

 

▽
僧
侶
と
し
て
の
資
格
に
加
え
、
お

葬
式
の
や
り
方
な
ど
住
職
と
し
て
必

要
な
実
践
的
な
修
行
・
研
修
を
希
望

し
て
い
ま
す
が
、
受
け
ら
れ
る
で
し

ょ
う
か
。 

 

【
回
答
】 

 

修
行
の
第
一
は
お
釈
迦
様
の
教
え

を
我
が
物
と
す
る
こ
と
で
す
が
、
僧

侶
と
し
て
の
資
格
や
住
職
と
し
て
必

要
な
実
践
的
な
事
柄
も
お
ろ
そ
か
に

は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

住
職
と
し
て
の
実
践
的
な
事
柄
は

お
師
匠
様
に
随
う
べ
き
こ
と
で
す
が
、

大
筋
の
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
が
出
来
ま

す
。
ま
た
、
送
行
後
も
相
談
に
来
ら

れ
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。 

 

▽
妻
子
が
お
り
、
子
供
は
ま
だ
幼
く

病
気
が
ち
で
す
。
修
行
中
の
家
族
が

気
に
な
り
ま
す
。
何
か
あ
っ
た
場
合
、

修
行
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。 

 

【
回
答
】 

 
先
ず
、
ご
家
族
の
こ
と
を
考
え
て

く
だ
さ
い
。
修
行
期
間
中
の
ご
家
族

の
生
活
に
目
途
が
た
っ
た
な
ら
、
安

居
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

修
行
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
ご
家

族
の
こ
と
を
優
先
し
て
く
だ
さ
い
。

但
し
、
他
出
し
て
僧
堂
に
居
な
い
期

間
は
欠
席
に
な
り
ま
す
。
欠
席
日
数

が
多
く
な
り
ま
す
と
資
格
が
取
得
で

き
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

▽
永
平
寺
、
總
持
寺
と
日
泰
寺
で
の

修
行
の
違
い
が
あ
れ
ば
教
え
て
く
だ

さ
い
。 

 

【
回
答
】 

 

両
大
本
山
と
日
泰
寺
専
門
僧
堂
と

の
大
き
い
違
い
は
修
行
僧
の
数
に
拠

る
シ
ス
テ
ム
の
違
い
で
す
。
両
大
本

山
は
修
行
僧
の
数
が
多
い
の
で
、
役

割
分
担
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。

し
か
も
三
ヶ
月
く
ら
い
は
同
じ
役
を

務
め
ま
す
の
で
当
た
っ
た
役
に
は
詳

し
く
な
り
ま
す
が
、
安
居
が
短
い
と

務
め
る
役
も
少
な
い
の
で
全
て
を
知

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

一
方
、
日
泰
寺
専
門
僧
堂
で
は
本

山
よ
り
修
行
僧
の
数
が
少
な
い
の
で

全
て
の
役
を
毎
日
交
代
し
て
務
め
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
言
い
方
を
変

え
れ
ば
、
全
て
の
役
を
勉
強
す
る
こ

と
は
で
き
ま
す
が
、
両
大
本
山
の
よ

う
に
一
つ
の
役
を
短
期
集
中
し
て
行

う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
両
大
本
山
で
は
修
行
僧
の

数
も
多
く
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
来

ら
れ
ま
す
の
で
、
一
度
に
友
人
が
増

え
る
の
が
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
一
方
、

日
泰
寺
専
門
僧
堂
で
は
修
行
僧
の
数

が
少
な
い
の
で
役
寮
さ
ん
と
も
修
行

僧
と
も
よ
り
親
密
に
な
る
こ
と
が
で

き
る
の
が
メ
リ
ッ
ト
で
す
。 

 
ど
ち
ら
も
良
い
点
が
沢
山
あ
り
ま

す
の
で
、
両
方
経
験
で
き
れ
ば
理
想

で
す
。 

  

▽
五
十
代
の
安
居
希
望
者
で
す
。
体

力
的
な
面
な
ど
修
行
は
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。 

 

【
回
答
】 

 

過
去
に
60
歳
で
安
居
さ
れ
た
方

も
お
ら
れ
ま
し
た
。
体
力
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
す
。
50
年
積
ま
れ
た
経
験
は

む
し
ろ
プ
ラ
ス
で
す
。 

 

▽
定
年
退
職
し
て
住
職
に
専
念
し
ま

す
。
改
め
て
住
職
と
し
て
必
要
な
実

践
的
な
修
行
研
修
は
可
能
で
し
ょ
う

か
。 

 

【
回
答
】 

 

歓
迎
し
ま
す
。
特
別
扱
い
は
出
来

ま
せ
ん
が
、
再
出
発
の
一
助
に
な
れ

ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
期
間
は
三
ヶ

月
を
目
安
と
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

▽
坐
禅
で
長
時
間
、
足
を
組
む
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
修
行
に
行
っ

て
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
。 

 
 【

回
答
】 

 

毎
日
の
坐
禅
は
朝
晩
の
２
回
、
そ

れ
ぞ
れ
４
５
分
で
す
。
足
が
組
め
な

い
場
合
は
、
椅
子
坐
禅
で
対
応
し
ま

す
。 

～
僧
堂
安
居
を
お
考
え
の
方
へ
～ 

 
僧
堂
安
居
に
関
す
る 

質
問
Ｑ
＆
Ａ 
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▽
今
ま
で
衣
や
お
袈
裟
を
着
た
こ
と

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
着
る
の
に

時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
修
行
に
支

障
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

【
回
答
】 

 

誰
で
も
始
め
は
同
じ
で
す
。
時
間

が
か
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
け
れ
ば

良
い
の
で
す
。
段
々
と
慣
れ
て
き
ま

す
。 

 

▽
僧
堂
に
は
古
参
の
方
が
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
私
は
人
間
関
係
が
苦
手
で
す
。

厳
し
い
上
下
関
係
が
あ
る
と
聞
き
ま

す
が
、
不
安
で
す
。 

 

【
回
答
】 

 

修
行
僧
の
中
に
は
新
旧
が
あ
り

ま
す
が
、
み
な
同
じ
修
行
僧
で
す
。

初
め
て
出
逢
う
人
ば
か
り
で
す
の

で
不
安
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
は
相
手
も
同
じ
で
す
。
お

互
い
に
尊
敬
し
あ
え
る
間
柄
に
な

り
ま
し
ょ
う
。
一
緒
に
修
行
し
た
仲

間
は
一
生
の
友
人
に
な
れ
る
と
思

い
ま
す
。 

 

▽
大
学
は
一
般
の
大
学
で
仏
教
を
学

ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教
の
基

礎
が
知
り
た
い
の
で
す
が
、
修
行
を
通

じ
て
学
ぶ
機
会
は
あ
り
ま
す
か
。 

【
回
答
】 

 

仏
教
や
曹
洞
宗
に
関
す
る
学
課
は

多
種
に
亘
り
ま
す
。
全
て
を
学
ぶ
こ

と
は
出
来
得
ま
せ
ん
が
、
学
び
の
き

っ
か
け
に
は
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
修
行
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ

ど
学
ぶ
機
会
は
増
え
ま
す
の
で
、
長

く
安
居
す
る
こ
と
も
考
え
て
み
て
く

だ
さ
い
。 

 ▽
日
泰
寺
で
は
い
ろ
い
ろ
な
配
役
を
経

験
で
き
る
と
聞
き
ま
す
。
た
だ
、
た
く

さ
ん
の
配
役
を
こ
な
せ
る
か
ど
う
か
、

自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

【
回
答
】 

同
じ
修
行
仲
間
が
助
け
て
く
れ

ま
す
。
お
互
い
に
助
け
合
っ
て
一
歩

一
歩
進
め
ま
し
ょ
う
。
不
安
は
や
が

て
自
信
に
変
わ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

▽
メ
ガ
ネ
の
フ
レ
ー
ム
は
ど
ん
な
物
で

も
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
普
段

は
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
を
使
用
し
て
い

ま
す
が
使
え
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

【
回
答
】 

メ
ガ
ネ
の
フ
レ
ー
ム
は
安
価
で

華
美
で
な
い
物
（
黒
縁
な
ど
）
に
し

て
く
だ
さ
い
。
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ

の
使
用
は
可
能
で
す
が
、
上
山
当
初

は
時
間
も
無
く
管
理
も
し
づ
ら
い

の
で
、
生
活
に
慣
れ
る
ま
で
は
メ
ガ

ネ
の
着
用
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。 

 

▽
知
り
合
い
の
お
寺
で
首
座
を
務
め

る
話
が
あ
り
ま
す
。
安
居
を
し
な
が

ら
で
も
他
の
寺
院
で
首
座
を
務
め
る

こ
と
は
で
き
ま
す
か
。 

 

【
回
答
】 

僧
堂
に
安
居
し
な
が
ら
で
も
立

職
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
そ
の
場

合
は
、
立
職
す
る
寺
院
か
ら
「
制
中

禁
足
解
除
願
」
を
本
庁
に
提
出
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談
下

さ
い
。
法
戦
式
等
で
他
出
し
て
い
る

期
間
は
、
僧
堂
の
方
は
欠
席
扱
い
と

な
り
ま
す
。 

 

▽
感
染
症
予
防
の
マ
ス
ク
は
ど
の
程
度

用
意
す
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

【
回
答
】 

５
～
１
０
枚
程
度
用
意
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
後
は
僧
堂
で
支
給
し

ま
す
。 

   

《
堂
監
寮
よ
り
》 

修
行
を
志
す
人
の
境
遇
や
事
情
は

そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
発
心
し
て
僧
堂

の
門
を
た
た
い
た
時
の
思
い
は
み
な

真
剣
そ
の
も
の
で
す
。 

そ
ん
な
初
心
の
思
い
が
最
後
ま
で

続
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
上
山
後

も
個
々
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
対
応
を
心

掛
け
て
い
ま
す
。 

 

道
場
の
様
子
や
日
常
生
活
を
す
る

場
所
、
荷
物
の
整
理
状
況
な
ど
、
実

際
に
目
で
見
て
確
認
す
る
こ
と
も
、

ご
本
人
や
ご
家
族
の
方
も
安
心
さ
れ

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度
、

見
学
に
来
ら
れ
て
不
安
に
思
っ
て
い

る
こ
と
や
、
気
に
な
る
こ
と
を
質
問

し
な
が
ら
見
て
頂
く
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。 

 

時
代
に
即
し
た
開
か
れ
た
僧
堂
と

し
て
、
更
な
る
修
行
環
境
の
充
実
を

目
指
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
皆
様
か

ら
の
忌
憚
の
な
い
ご
意
見
ご
質
問
を

頂
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。 

 

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

覚
王
山
日
泰
寺
専
門
僧
堂 

 

〒464
-005

7 

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
法
王
町
一-

一 

電
話
０
５
２
（
７
５
１
）
０
２
１
４ 
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曹
洞
宗
認
可
専
門
僧
堂 

 

覚
王
山
日
泰
寺
専
門
僧
堂 

 

〒
４
６
４-

０
０
５
７ 

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
法
王
町
一-

一 

電
話
０
５
２
（
７
５
１
）
０
２
１
４ 

 

 


