
第
13
回

　

先せ
ん

月げ
つ

号ご
う

で
お
話
し
た
け
ど
、
雨あ

ま

乞ご

い
（
雨
が
降ふ

る
よ

う
に
祈い

の

る
こ
と
）
の
勝し

ょ
う

負ぶ

で
負ま

け
た
極ご

く

楽ら
く

寺じ

の
良り

ょ
う

観か
ん

は
、

お
祖そ

師し

さ
ま
の
弟で

子し

に
な
る
と
い
う
約や

く

束そ
く

を
守ま

も

る
ど
こ

ろ
か
、
他た

宗し
ゅ
う

の
僧そ

う

侶り
ょ

と
共き

ょ
う

謀ぼ
う

（
一い

っ

緒し
ょ

に
な
っ
て
悪わ

る

い
こ

と
を
計け

い

画か
く

す
る
）
し
、
幕ば

く

府ふ

の
役や

く

人に
ん

を
味み

方か
た

に
つ
け
、

お
祖
師
さ
ま
を
陥

お
と
し
いれ
よ
う
（
だ
ま
し
て
苦く

る

し
い
立た

ち

場ば

に

お
い
や
ろ
う
）
と
し
た
ん
だ
ね
。
今
回
は
「
鶴つ

る
が
お
か岡
八は

ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

へ
の
諌か

ん

言げ
ん

（
目め

上う
え

の
人
に
間ま

違ち
が

い
を
改あ

ら
た

め
る
よ
う
言

う
）」
と
「
龍た

つ

ノの

口く
ち

の
法ほ

う

難な
ん

」
の
お
話
を
す
る
ね
。

高祖日蓮大士ご降誕

800年慶讃

　

文ぶ
ん

永え
い

八
年
（
一
二
七
一
）
九
月
十
日
、
お
祖
師

さ
ま
は
、
鎌
倉
幕
府
の
侍

さ
む
ら
い

所ど
こ
ろ

（
今
の
警け

い

察さ
つ

）
の
平へ

い

左の
さ

衛え

門も
ん
の
じ
ょ
う
尉
の
尋じ

ん

問も
ん

（
問と

い
た
だ
す
こ
と
。
取と

り
調し

ら

べ
）
を
受う

け
た
ん
だ
ね
。
そ
し
て
九
月
十
二
日
、

お
祖
師
さ
ま
は
、
平
左
衛
門
尉
に
よ
っ
て
捕つ

か

ま
え

ら
れ
、
佐さ

渡ど

ヶが

島し
ま

（
新に

い

潟が
た

県け
ん

）
へ
流る

罪ざ
い

（
罪ざ

い

人に
ん

を

離は
な

れ
島じ

ま

に
送お

く

る
こ
と
）
の
刑け

い

を
言い

い
渡わ

た

さ
れ
た
ん

だ
よ
。

　

で
も
こ
れ
は
表お

も
て

向む

き
（
う
わ
べ
。
表ひ

ょ
う

面め
ん

上
）
の

こ
と
で
、
実じ

っ

際さ
い

は
龍
ノ
口
の
刑け

い

場じ
ょ
う

（
死し

刑け
い

を
す
る

と
こ
ろ
）
で
お
祖
師
さ
ま
の
首
を
切き

り
落お

と
す
計

画
が
立
て
ら
れ
て
い
た
ん
だ
。

　

夜
中
の
十
二
時
頃ご

ろ

、
お
祖
師
さ
ま
は
馬
に
乗の

せ

ら
れ
、
数
百
人
の
兵へ

い

士し

に
よ
っ
て
龍
ノ
口
の
刑
場

ま
で
連つ

れ
て
行い

か
れ
た
ん
だ
ね
。

　

途と

中ち
ゅ
う

、【
鶴
岡
八
幡
宮
】
の
前
に
来
た
時
、
お

祖
師
さ
ま
は
、
馬
か
ら
降お

り
ら
れ
、
鶴
岡
八
幡
宮

の
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

（
信し

ん

仰こ
う

の
対た

い

象し
ょ
う

と
し
て
最も

っ
と

も
大
切
な
も

の
）
で
あ
る
【
八は

ち

幡ま
ん

大だ
い

菩ぼ

薩さ
つ

】
に
、『
今
法ほ

華け

経き
ょ
う

の
行ぎ

ょ
う

者じ
ゃ

の
日に

ち

蓮れ
ん

が
捕と

ら
え
ら
れ
首
を
切
ら
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
八
幡
大
菩
薩
さ
ま
は
、
な
ぜ
仏ほ

と
け

さ
ま
た
ち
の
前
で
誓ち

か

っ
た
よ
う
に
、
こ
の
日
蓮
を

守
ろ
う
と
し
な
い
の
で
す
か
』
と
、
大
声
で
お
叱し

か

り
に
な
ら
れ
た
ん
だ
。

　

鎌
倉
の
多
く
の
人
々
が
信
仰
す
る
【
八
幡
大
菩

薩
】
を
、
お
祖
師
さ
ま
が
叱し

っ

責せ
き

（
し
か
る
こ
と
）

さ
れ
た
ん
だ
か
ら
、
周ま

わ

り
に
い
た
兵
士
や
人
々
は

と
て
も
驚お

ど
ろ

い
た
だ
ろ
う
ね
。

け
れ
ど
、
本
当
に
【
八
幡
大
菩
薩
】
は
『
法
華

経
を
弘ひ

ろ

め
る
法
華
経
の
行
者
を
守
り
ま
す
』
と
仏

さ
ま
と
約
束
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。
そ
の
こ
と
は
ち

ゃ
ん
と
【
法ほ

華け

経き
ょ
う

陀だ

羅ら

尼に

品ほ
ん

】
に
記し

る

さ
れ
て
（
書

か
れ
て
）
い
る
ん
だ
よ
。

　

龍
ノ
口
の
刑
場
に
着つ

か
れ
た
お
祖
師
さ
ま
は
、

全ま
っ
た

く
恐お

そ

れ
る
様よ

う

子す

な
く
堂ど

う

々ど
う

と
落お

ち
着つ

い
て
刑
場

に
座す

わ

ら
れ
た
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
太た

刀ち

取と

り
（
首
を
切
り
落

と
す
役や

く

）
の
武ぶ

士し

が
、
太
刀
（
刀か

た
な

）
を
振ふ

り
上あ

げ

た
時
、
突と

つ

然ぜ
ん

、
江え

ノの

島し
ま

の
方
角
か
ら
、
ま
り
の
よ

う
な
【
光
り
も
の
】
が
現あ

ら

わ
れ
、
東
南
か
ら
北
西

に
光
り
な
が
ら
進す

す

み
、
真ま

夜よ

中な
か

で
あ
っ
た
の
に
真ま

昼ひ
る

の
よ
う
に
と
て
も
明
る
く
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

太
刀
取
り
の
武
士
は
そ
の
強き

ょ
う

烈れ
つ

な
光
に
目
が
く

ら
み
倒た

お

れ
、
取と

り
囲か

こ

ん
で
い
た
数
百
人
の
兵
士
た

ち
も
、
あ
る
者
は
一い

っ

町ち
ょ
う

（
百
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
）

先
ま
で
逃に

げ
出だ

し
、
あ
る
者
は
馬
の
上
で
う
ず
く

ま
り
、
あ
る
者
は
馬
か
ら
降
り
、
一
人
と
し
て
正し

ょ
う

気き

（
正せ

い

常じ
ょ
う

な
心
）
の
者
は
い
な
か
っ
た
ん
だ
。
平

左
衛
門
尉
も
何
も
出
来
な
か
っ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
不ふ

思し

議ぎ

な
出で

来き

事ご
と

に
よ
り
人
々
は
驚
き
お

そ
れ
て
、
お
祖
師

さ
ま
の
首
を
切
り

落
と
す
と
い
う
刑

は
中
止
と
な
っ
た

ん
だ
。
こ
れ
を 

【
龍
ノ
口
の
法
難
】

と
い
う
ん
だ
よ
。

と
て
も
不
思
議
な

お
話
だ
ね
。

つつつ

龍
ノ
口
の
法
難

鎌

　
　倉 

④

か
ま

く
ら

龍ノ口の刑場の跡（龍口寺の山門の横にある）
刑場跡の立札（左）と刑場地の跡（右）。

鶴岡八幡宮
お祖師さまは龍ノ口の刑場に向かわれる道中、
八幡大菩薩を諌言された

龍口寺　「龍ノ口の法難」の霊跡として
建てられたお寺

お祖師さまが、いよいよ首を切られようとした時、奇蹟が起こる。江ノ島から月のような
光が、まりの如く飛んできて、太刀を取る武士の目はくらみ、おじけづき、倒れ込んだ


