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1本堂前の入場儀式「庭
の讃」2本堂内部では声
明や読経が行われる 3青
葉まつりでは野菜や雑貨
類、お菓子など様々なお店
が出される 4晩秋には美
しい紅葉が見られる延命寺

※延命寺は美加の台駅より
南海バス神ケ丘口徒歩12分。

青
葉
ま
つ
り
と
は
、
真
言
宗
の
開
祖

で
あ
る
弘
法
大
師
（
空
海
）
の
降ご

う

誕た
ん

会え

（
誕
生
日
を
祝
う
法
要
）
で
あ
り
、

延
命
寺
で
は
毎
年
、
新
緑
が
鮮
や
か
な
５

月
５
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
正
午
に
な

る
と
僧
侶
が
列
を
な
し
て
境
内
を
進
み
、

本
堂
前
で
「
庭
の
讃さ

ん

」
と
呼
ば
れ
る
入
場

の
儀
式
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
本
堂
内

部
で
声し

ょ
う

明み
ょ
う

や
読
経
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
本
堂
正
面
に
設
え
ら
れ
た
花は

な

御み

堂ど
う

で
は
、弘
法
大
師
の
稚
児
像
が
安
置
さ
れ
、

参
拝
者
が
甘
茶
を
か
け
る
灌か

ん

仏ぶ
つ

が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、
当
日
は
境
内
に
雑
貨
や
小

物
、
地
元
野
菜
、
焼
き
菓
子
な
ど
の
出
店

も
あ
り
、
収
益
の
一
部
は
東
日
本
大
震
災

の
復
興
に
役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

延
命
寺
は
寺
伝
に
よ
れ
ば
、弘
法
大
師

が
当
地
を
訪
れ
、建
立
し
た
と
さ
れ
、

そ
の
後
、
寛
永
16
年（
１
６
３
９
）
に
こ
の

地
に
誕
生
し
た
浄じ

ょ
う

厳ご
ん

が
高
野
山
で
の
修
行

の
後
に
中
興
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
浄
厳
は
、

江
戸
時
代
の
高
僧
で
第
５
代
将
軍
綱
吉
を

は
じ
め
諸
大
名
の
帰
依
を
受
け
て
い
ま
し

た
。
境
内
に
は
、こ
の
僧
の
墓
が
あ
り
ま
す
。

　

青
葉
ま
つ
り
は
「
弘
法
大
師
降

誕
会
」
と
い
う
大
師
の
誕
生
を
お

祝
い
し
、
大
師
の
教
え
が
広
ま
り
、

衆し
ゅ

生じ
ょ
う（
す
べ
て
の
生
き
物
）
に
恵

み
が
あ
る
よ
う
お
祈
り
す
る
法
要

で
す
。「
弘
法
大
師
」
と
い
う
名

前
は
弘こ

う

法ぼ
う

利り

生し
ょ
うと
い
っ
て
仏
の
教

え
を
広
め
、
生
き
と
し
生
け
る
も

の
に
恵
み
を
も
た
ら
し
た
と
い
う

業
績
に
因
ん
で
醍
醐
天
皇
か
ら
贈

ら
れ
た
も
の
で
す
。
当
山
に
あ
る

毘び

沙し
ゃ

門も
ん

天て
ん

（
多
聞
天
）
は
仏
法
を

守
り
、
衆
生
に
恵
み
を
与
え
る
も

の
で
、
ま
さ
に
大
師
の
願
い
を
具

現
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。


