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聞き手・三宅　貴江 
写　真・中村　憲一

「
十
二
年
籠
山
行
」
満
行
 

宮
本
  祖
豊
さ
ん

　みやもと・そほう 

・1960年　北海道室蘭市で生まれる。 
・1984年　比叡山にて出家得度 
・1988年　叡山学院・仏教大学卒業 
・1989年　比叡山十二年籠山行

ひえいざんじゅうにねんろうざんぎょう

に入行
にゅうぎょう

 

・1994年　比叡山円龍院住職 
・1997年　好相行満行

こうそうぎょうまんぎょう

。伝教大師最澄
でんぎょうだいしさいちょう

の御廟所
ごびょうしょ

である浄土院で戦後六人目の侍真僧
じ し ん そ う

となる 

・2001年　十二年籠山行満行。引き続き籠山。 
・2009年　二十年にわたる籠山を終え下山

げ ざ ん

。 

　　大黒堂執事、居士林
こ じ り ん

所長、大講堂輪番、比叡山延暦寺大霊園園長を経て、 

・2020年　比叡山観明院
かんみょういん

住職 

・2020年７月　法華総持院東塔輪番
ほ っ け そ う じ い ん と う ど う り ん ば ん

・阿弥陀堂導師
あ み だ ど う ど う し

 
 

主な著書に『覚悟の力』（致知
ち ち

出版）

｢千日回峰行」と並ぶ比叡山の難行「十二年籠山行」。「十二年は山

門から外に出ず修学に務める」という最澄の理念を受け継ぎ、「今な

お生きる最澄」に仕える侍真として、御廟がある浄土院で定められた

勤行や修法を実践する。戒律復興によって江戸期に今の制度が確立

してから、行に挑んだのは１１６人、うち満行できたのは81人とい

う難行だ。その81人目の満行者である宮本祖豊さん(61)に、十二年

籠山行と行を通して感じた最澄についてお話を伺った。

●
 イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

籠
山
20
年
、最
澄
の
覚
悟
と
願
い
を
伝
え
る

東塔前にて



41

ー
ー
お
寺
の
生
ま
れ
で
な
い
の
に
、
な
ぜ
比
叡
山
に
？
　
 

宮
本
　
宇
宙
物
理
学
を
学
び
た
い
と
大
学
浪
人
中
、雑
誌

で
湯
川
秀
樹
博
士
の
対
談
を
読
ん
で
、
学
問
の
限
界
を

感
じ
ま
し
た
。
も
っ
と
広
い
真
理
は
な
い
の
か
と
探
り

続
け
て
出
会
っ
た
の
が
仏
教
、
な
か
で
も
感
銘
を
受
け

た
の
が
最
澄
さ
ん
の
『
願
文

が
ん
も
ん

』
で
し
た
。
 

 ー
ー
最
澄
が
数
え
年
20
歳
の
時
に
著
し
た
『
願
文
』
に
、
ほ

ぼ
同
じ
年
ご
ろ
で
出
会
わ
れ
た
の
で
す
ね
。
　
 

宮
本
　
１
２
０
０
年
前
こ
れ
だ
け
精
神
的
に
偉
大
な
人

が
い
た
。感
激
で
し
た
。こ
の
精
神
が
源
に
あ
る
場
で
学

び
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
両
親
の
理
解
は
得
ら
れ

ず
、片
道
切
符
で
北
海
道
の
実
家
を
出
た
の
は
22
歳
。「
出

家
」
で
な
く
単
な
る
「
家
出
」
で
す
ね
。
根
本
中
堂
で
お

薬
師
さ
ん
に
お
願
い
し
て
か
ら
延
暦
寺
事
務
所
を
訪
ね

ま
し
た
。
 

 ー
ー
追
い
返
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
　
 

宮
本
　
幸
い
対
応
し
て
く
れ
た
人
が
話
を
聞
い
て
く
れ

ま
し
た
。坐
禅
に
関
心
が
あ
る
、い
つ
か
十
二
年
籠
山
行

を
し
た
い
と
伝
え
る
と
、「
一
番
坐
禅
に
詳
し
い
人
だ
か

ら
」
と
堀
澤
祖
門
師
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

ま
し
た
。戦
後
、最
初
の
十
二
年
籠
山
行
を
達
成
さ
れ
た

方
で
す
。一
度
は
１
カ
月
で
追
い
出
さ
れ
ま
し
た
が
、大

峯
山
の
放
浪
を
経
て
、
翌
年
再
び
門
を
た
た
く
と
浄
土

院
で
の
小
僧
見
習
い
と
し
て
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ

た
。
正
式
に
得
度
受
戒
し
た
の
は
24
歳
で
す
。
 

ー
ー
最
初
か
ら
十
二
年
籠
山
行
を
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で

す
か
？
　
 

宮
本
　
は
い
。ぜ
ひ
最
澄
さ
ん
が
決
め
た
式
(『
山
家
学
生

さ
ん
げ
が
く
し
ょ
う

式し
き

』
の
「
六
条
式
」
)に
の
っ
と
っ
て
自
分
も
や
っ
て
み

た
い
と
。
た
だ
、
行
に
入
る
た
め
に
は
学
問
と
修
行
、
両

方
の
資
格
が
必
要
で
す
。小
僧
を
し
な
が
ら
４
年
間
、叡

山
学
院
と
佛
教
大
学
で
学
び
、
さ
ら
に
１
年
小
僧
を
つ

と
め
て
十
二
年
籠
山
行
に
入
り
ま
し
た
。
籠
山
５
年
で

比
叡
山
の
住
職
と
な
っ
た
あ
と
、
34
歳
で
「
好
相
行

こ
う
そ
う
ぎ
ょ
う

」
に

入
り
ま
し
た
。
 

 ー
ー
好
相
行
？
　
 

宮
本
　
好
相
と
は
三
十
二
相
、八
十
種
好
あ
る
と
さ
れ
る

仏
・
菩
薩
の
お
姿
で
す
。
こ
の
お
姿
を
感
得
す
る
た
め

の
修
行
が
好
相
行
で
す
。
比
叡
山
で
は
伝
教
大
師
最
澄

上
人
の
魂
は
生
き
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
生

き
た
お
大
師
さ
ま
に
仕
え
る
お
坊
さ
ん
が
、
十
二
年
籠

山
行
比
丘

び

く

で
あ
る
侍
真

じ

し

ん

(真
影
に
侍
る
と
い
う
意
味
)で

す
。伝
教
大
師
に
仕
え
る
の
で
す
か
ら
、身
も
心
も
清
ら

か
で
戒
律
を
守
っ
て
い
る
清
僧
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
好
相
行
は
侍
真
に
な
る
た
め
の
テ
ス
ト
で
す
。
 

浄
土
院
の
一
角
に
釈
迦
如
来
、文
殊
菩
薩
、弥
勒
菩
薩

三
尊
の
お
軸
を
か
け
、
過
去
千
仏
、
現
在
千
仏
、
未
来
千

仏
の
一
仏
一
仏
、
焼
香
し
樒

し
き
み

の
葉
を
散
華
し
、「
南
〜
無

○
○
○
○
○
仏
」と
大
き
な
声
で
唱
え
、五
体
を
床
に
向

か
っ
て
投
げ
だ
す
。
こ
の
五
体
投
地
の
礼
拝
を
仏
さ
ま

が
見
え
る
ま
で
、１
日
３
千
回
無
期
限
に
行
い
ま
す
。食

東塔内部にて
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事
と
ト
イ
レ
、
沐
浴
以
外
は
堂
内
に
お
い
て
不
眠
不
休

不
臥
。
縄
で
は
っ
た
椅
子
に
座
っ
て
仮
眠
は
と
り
ま
す

が
、
絶
対
に
横
に
な
っ
て
眠
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
 

 
ー
ー
過
酷
で
す
ね
。
　
 

宮
本
　
え
え
。７
日
目
く
ら
い
か
ら
幻
覚
・
幻
聴
・
幻
臭

が
始
ま
り
ま
し
た
。４
、５
カ
月
た
っ
て
真
冬
に
な
る
と
、

堂
内
は
連
日
マ
イ
ナ
ス
10
度
以
下
。氷
の
よ
う
な
板
の
間

に
五
体
投
地
す
る
の
で
、
手
足
の
す
べ
て
の
指
先
、
か
か

と
、
土
踏
ま
ず
、
手
の
ひ
ら
や
甲
も
割
れ
、
血
が
出
て
化

膿
し
ま
す
。
指
先
か
ら
麻
痺
が
始
ま
り
、
脚
は
股
関
節
ま

で
、腕
は
肩
ま
で
冷
た
く
感
覚
が
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す

が
、
意
識
は
よ
り
一
層
と
ぎ
す
ま
さ
れ
ま
す
。
６
カ
月
た

つ
と
舌
も
麻
痺
し
味
も
し
ま
せ
ん
。誤
っ
て
額
を
床
に
ぶ

つ
け
て
も
痛
み
も
感
じ
な
い
。
さ
ら
に
続
け
る
と
、
耳
の

三
半
規
管
が
狂
い
、
立
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。 

 ー
ー
な
ぜ
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
か
。
　
 

宮
本
　
比
叡
山
の
行
は
、
「
行
不
退

ぎ
ょ
う
ふ
た
い

」
と
い
っ
て
途
中
で

や
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
好
相
行
も
仏
さ
ま
を

見
る
ま
で
無
期
限
に
続
け
ら
れ
ま
す
。
感
得
で
き
な
け

れ
ば
死
ぬ
覚
悟
で
行
に
入
り
ま
す
。
 

な
に
よ
り
仏
さ
ま
を
感
得
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ

り
ま
す
。
 

た
だ
、何
が
何
で
も
と
い
う
思
い
、煩
悩
が
あ
る
限
り
、

仏
さ
ま
は
出
て
こ
な
い
。
 

歴
代
の
行
者
は
百
日
ほ
ど
で
満
行
と
な
る
の
で
す

が
、私
は
煩
悩
が
と
り
わ
け
深
か
っ
た
の
か
、２
度
の
中

断
を
は
さ
ん
で
足
か
け
３
年
か
か
り
ま
し
た
。
 

最
後
は
も
は
や
出
し
尽
く
し
て
し
ま
っ
て
ど
う
し
よ

う
も
な
い
と
い
う
心
境
で
し
た
。
心
が
真
っ
白
に
な
っ

て
満
行
の
条
件
が
整
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
３
度
目
の
行

に
入
っ
て
ま
も
な
く
、
建
物
も
屋
根
も
木
も
石
も
土
も

す
べ
て
の
も
の
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
よ
う
に
き
ら
き
ら
と

輝
き
、体
中
が
喜
び
に
あ
ふ
れ
、自
分
の
声
が
天
地
に
鼓

動
し
て
、
そ
の
振
動
に
木
も
石
も
大
地
も
す
べ
て
が
喜

ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
自
我
の
意
識
が

薄
く
な
り
、
天
と
地
そ
し
て
宇
宙
い
っ
ぱ
い
に
自
己
意

識
が
広
が
り
、一
体
と
な
っ
た
感
覚
が
幾
日
も
続
き
、最

終
的
に
好
相
を
感
得
で
き
ま
し
た
。
そ
の
様
子
を
先
達
、

延
暦
寺
執
行
、天
台
座
主
に
報
告
し
、間
違
い
な
い
と
認

め
て
い
た
だ
い
て
無
事
満
行
で
き
ま
し
た
。
 

 
ー
ー
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
12
年
、
侍
真
と
し
て
浄
土
院
か
ら
一

歩
も
出
ず
に
行
を
？
　
 

宮
本
　
は
い
。籠
山
期
間
は
最
終
的
に
20
年
間
に
及
び
ま

し
た
。
侍
真
に
な
る
と
午
前
３
時
半
起
床
、
４
時
の
お
勤

め
に
始
ま
り
、午
後
９
時
の
消
灯
ま
で
毎
日
の
ス
ケ
ジ
ュ

ー
ル
（
39
㌻
参
照
）
を
た
だ
ひ
た
す
ら
行
じ
ま
す
。
毎
日

約
３
時
間
す
る
掃
除
は
、
草
一
本
、
枯
れ
葉
一
枚
落
ち
て

い
な
い
ほ
ど
徹
底
的
に
す
る
の
で
掃
除
地
獄
と
呼
ば
れ

ま
す
。
正
月
も
祭
日
も
あ
り
ま
せ
ん
。
浄
土
院
は
比
叡
山

で
最
も
清
ら
か
な
場
所
で
す
が
、
湿
気
が
高
く
最
も
寒

い
。
そ
こ
に
籠
る
の
で
体
を
壊
す
。
で
も
、
医
者
に
診
て

浄土院の拝殿前で



43

も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。手
伝
い
の
僧
も
食
事
や
掃

除
の
補
助
役
で
話
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
テ
レ

ビ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
パ
ソ
コ
ン
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も

な
い
。
孤
独
に
耐
え
、
た
だ
ひ
た
す
ら
自
分
自
身
と
向
き

合
い
続
け
て
、
一
歩
一
歩
悟
り
に
近
づ
い
て
い
き
ま
す
。 

 ー
ー
過
酷
な
好
相
行
の
意
味
は
何
な
の
で
す
か
？
　
 

宮
本
　
無
我
の
境
地
で
仏
を
感
得
す
る
こ
と
で
す
。　
私

た
ち
は
ふ
だ
ん
頭
を
使
う
訓
練
は
し
て
も
、
思
考
を
止

め
る
方
法
は
習
わ
な
い
。
思
考
を
完
全
に
止
め
た
時
に

無
我
の
境
地
が
現
れ
ま
す
。し
か
し
、そ
の
大
切
さ
は
な

か
な
か
伝
わ
ら
な
い
。
 

 ー
ー
思
考
を
止
め
る
大
切
さ
？
　
 

宮
本
　
天
台
宗
で
は
坐
禅
を
止
観

し

か

ん

と
い
い
ま
す
。「
止
」と

は
心
を
止
め
る
。「
観
」
は
観
察
で
す
。
心
を
止
め
て
観

察
し
た
時
、
初
め
て
も
の
を
明
ら
か
な
状
態
で
確
か
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
本
物
の
知
恵
で
す
。「
止
」

と「
観
」と
両
方
が
で
き
な
け
れ
ば
修
行
は
進
ま
ず
精
神

レ
ベ
ル
は
上
が
ら
な
い
。道
徳
や
戒
律
を
守
り
、煩
悩
を

少
な
く
し
て
、心
の
波
が
完
全
に
穏
や
か
に
な
れ
ば
、ま

る
で
鏡
の
よ
う
に
本
物
の
景
色
を
映
す
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
状
態
が
「
止
」
で
す
。
心
が
揺
れ
て
い
て
い
る

の
に
知
恵
だ
け
働
か
せ
る
状
態
は
「
狂
」
。
心
は
穏
や
か

で
も
学
ぶ
知
恵
が
な
け
れ
ば
「
愚
」
で
す
。
現
代
は
頭
の

い
い
「
狂
」
の
人
が
多
い
。
だ
か
ら
、
社
会
を
よ
く
す
る

た
め
に
は
、
「
止
」
が
大
切
な
の
で
す
。
 

ー
ー
十
二
年
籠
山
行
の
間
は
？
　
 

宮
本
　
厳
し
い
戒
律
を
守
り
、学
問
だ
け
で
な
く
実
践
す

る
。
止
観
の
バ
ラ
ン
ス
が
偏
ら
な
い
事
が
大
切
で
す
。
 

 ー
ー
籠
山
行
の
間
は
最
澄
を
身
近
に
感
じ
る
の
で
す
か
？
　
 

宮
本
　
毎
日
生
き
た
よ
う
に
お
仕
え
す
る
中
で
そ
の
存

在
を
感
じ
る
こ
と
が
度
々
あ
り
ま
し
た
。「
最
も
澄
ん
だ

心
の
人
で
、生
真
面
目
で
慈
悲
深
い
。そ
し
て
修
行
に
対

し
て
実
直
な
ほ
ど
厳
し
い
人
」。よ
ほ
ど
の
強
い
思
い
が

な
け
れ
ば
、
鬱
蒼

う
っ
そ
う

と
し
た
山
に
十
二
年
も
籠
る
こ
と
も

入
唐
も
で
き
な
か
っ
た
。
一
乗
止
観
院
(の
ち
の
根
本
中

堂
)を
建
て
た
の
は
23
歳
で
す
。
若
く
し
て
多
く
の
人
を

ひ
き
つ
け
動
か
す
魅
力
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
天
皇
の
心

ま
で
動
か
し
た
。
 

そ
の
強
さ
の
底
に
あ
る
の
が
、法
華
経
の「
す
べ
て
の

生
き
物
は
み
な
平
等
で
必
ず
悟
り
は
開
け
る
」
と
い
う

一
乗
の
教
え
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
が
人
を
思
い
や
る

「
慈
悲
の
心
」
で
す
。
最
澄
さ
ん
は
、
生
き
て
い
る
人
間

が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
教
え
を
説
い
た
。
 

コ
ロ
ナ
で
ふ
だ
ん
考
え
な
か
っ
た
死
が
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
今
、
よ
り
よ
く
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

見
つ
め
直
す
時
代
に
私
た
ち
は
い
ま
す
。
最
澄
さ
ん
は

決
し
て
平
安
時
代
に
な
く
な
っ
た
人
で
は
な
く
、
浄
土

院
だ
け
に
そ
の
魂
が
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
上

し
ょ
う

人に
ん

を
想
う
多
く
の
人
の
心
の
中
に
生
き
、
今
も
一
乗
の

教
え
で
、
一
隅
を
照
ら
す
人
づ
く
り
を
し
て
お
ら
れ
る
。

そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。
 

雪の比叡山、木立の中を歩む


