
第
7
回

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
身み

延の
ぶ

で
お
過
ご
し
の
間
、
時と

き

折お
り

（
と
き
ど
き
）
生
れ
故こ

郷き
ょ
う

（
千ち

葉ば

県け
ん

小こ

湊み
な
と

）
の

こ
と
を
思
い
出
さ
れ
た
ん
だ
ね
。
そ
こ
で
「
西に

し

谷た
に

の
ご
草そ

う

庵あ
ん

」（
先せ

ん

月げ
つ

号ご
う

を
読
ん
で
ね
）
か
ら
道
な

き
道
を
歩
き
、
身
延
山
の
山さ

ん

頂ち
ょ
う

（
標ひ

ょ
う

高こ
う

一
一
五
三

メ
ー
ト
ル
）
に
登の

ぼ

ら
れ
た
ん
だ
よ
。

　

身
延
山
の
山
頂
で
お
祖
師
さ
ま
は
、
遠
く
離は

な

れ

た
故
郷
の
方ほ

う

向こ
う

を
向む

か
れ
、
亡な

き
ご
両
親
と
お
師

匠
の
道
善
房
さ
ま
を
想お

も

わ
れ
て
（
心
に
浮う

か
べ
て
）、

御お

題だ
い

目も
く

を
お
唱と

な

え
に
な
ら
れ
た
ん
だ
。

　

お
祖
師
さ
ま
が
、
ご
両
親
と
お
師
匠
さ
ま
を

想
っ
て
登
ら
れ
た
身
延
山
の
山
頂
に
、「
思
親
閣 

（
久く

遠お
ん

寺じ

奥お
く

之の

院い
ん

）」
と
い
う
名
の
お
堂ど

う

が
あ
る
ん

だ
よ
。
こ
れ
は
、
お
祖
師
さ
ま
が
お
亡
く
な
り
に

な
っ
た
翌よ

く

年ね
ん

（
弘こ

う

安あ
ん

六
年
・
一
二
八
三
）
に
、
お

弟で

子し

の
日に

ち

朗ろ
う

上
人
が
建た

て
た
も
の
な
ん
だ
。

　

山
の
麓ふ

も
と

（
山
の
下
）
か
ら
山
頂
の
「
思
親
閣
」

ま
で
、
今
で
は
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
七
分
ほ
ど
で
登

っ
て
行
け
る
け
ど
、
当
時
は
、
お
よ
そ
五
十
丁ち

ょ
う 

（
五
・
五
キ
ロ
）
の
険け

わ

し
い
山
道
を
、
二
〜
三
時

間
か
け
て
登
っ
て
行
っ
た
の
だ
か
ら
、
と
て
も
大た

い

変へ
ん

だ
っ
た
だ
ろ
う
ね
。

　

身
延
山
の
山
頂
は
、「
親お

や

を
思お

も

う
所と

こ
ろ

」
と
い
う

意い

味み

で
「
思
親
閣
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
け
ど
、

お
祖
師
さ
ま
の
ご
両
親
や
お
師
匠
さ
ま
に
対た

い

す
る

孝こ
う

養よ
う

（
親
に
孝こ

う

行こ
う

を
す
る
、
亡
く
な
っ
た
人
を
し

っ
か
り
供く

養よ
う

す
る
こ
と
）
の
深ふ

か

さ
は
本
当
に
立り

っ

派ぱ

だ
ね
。
私わ

た
し

た
ち
も
見み

習な
ら
い

わ
（
み
て
マ
ネ
を
す
る
）

な
く
ち
ゃ
ね
。

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
五
十
三
歳さ

い

で
身
延
の
山
に
入

ら
れ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
ま
で
の
ご
苦く

労ろ
う

の
連れ

ん

続ぞ
く

と
、
き
び
し
い
身
延
で
の
生
活
で
お
身か

ら
だ体
が
ず
い

ぶ
ん
弱
く
な
ら
れ
た
ん
だ
よ
。
弘
安
五
年
（
一
二

八
二
）
の
秋
に
な
る
と
、
誰だ

れ

の
目
か
ら
見
て
も
、

こ
の
冬
は
と
て
も
越こ

せ
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
ほ
ど

健け
ん

康こ
う

状じ
ょ
う

態た
い

が
悪わ

る

く
な
っ
た
ん
だ
。

　

そ
こ
で
弘
安
五
年
九
月
八
日
、
お
弟
子
や
ご
信し

ん

者じ
ゃ

の
熱ね

っ

心し
ん

な
す
す
め
も
あ
っ
て
、
常ひ

た
ち陸
（
茨い

ば
ら

城き

県け
ん

）

の
湯ゆ

へ
養よ

う

生じ
ょ
う

（
病び

ょ
う

気き

の
回か

い

復ふ
く

に
つ
と
め
る
こ
と
）

に
行
く
た
め
に
、
八
年
四
ヵか

月げ
つ

を
過
ご
さ
れ
た
身

延
の
山
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
ね
。

　

九
月
十
八
日
、
武む

さ
し
の
く
に

蔵
国
（
東と

う

京き
ょ
う

都と

）
の
ご
信

者
の
池い

け

上が
み

宗む
ね

仲な
か

さ
ん
の
邸や

し
き

に
つ
か
れ
た
ん
だ
け
ど
、

そ
こ
か
ら
す
す
む
こ
と
が
出
来
ず
、
十
月
十
三
日

に
ご
遷せ

ん

化げ

（
お
亡
く
な
り
に
な
る
）
さ
れ
た
ん
だ
。

　

お
祖
師
さ
ま
の
「
墓
を
ば
身
延
の
沢さ

わ

に
（
お
墓

を
身
延
に
）」
と
い
う
ご
遺ゆ

い

言ご
ん

（
亡
く
な
っ
た
人

が
後
の
人
に
残の

こ

し
た
言こ

と

葉ば

）
の
と
お
り
に
、
祖
廟

塔
（
お
祖
師
さ
ま
の
お
墓
）
は
、
身
延
山
の
西
谷

の
ご
草
庵
の
近
く
に
建
て
ら
れ
、
ご
遺い

骨こ
つ

（
亡
く

な
っ
た
人
の
骨ほ

ね

）
は
そ
こ
に
埋ま

い

葬そ
う

（
死し

体た
い

や
遺
骨

を
土
中
に
う
め
る
こ
と
）
さ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

お
祖
師
さ
ま
の
祖
廟
塔
の
周し

ゅ
う

囲い

に
は
、
樹じ

ゅ

齢れ
い

数

百
年
の
杉す

ぎ

の
木
々
が
そ
び
え
立
ち
、
お
祖
師
さ
ま

の
お
弟
子
を
は
じ
め
、
篤と

く

信し
ん

（
信し

ん

仰こ
う

の
あ
つ
い
）

の
ご
信
者
方
の
お
墓
も
あ
る
ん
だ
ね
。
み
ん
な
も

一い
ち

度ど

、
機き

会か
い

（
チ
ャ
ン
ス
）
が
あ
れ
ば
訪お

と
ず

れ
る
と

い
い
よ
。

お祖師さまは、身延山の山頂から遠く離れた故郷の方向を向き、
ご両親とお師匠の道善房さまを偲ばれた。

祖
廟
塔
（
お
墓
）

そ

び
ょ
う

と
う

は
か

思親閣の仁王門
身延山の山頂に「思親閣（久遠寺奥之院）」がある

身延山の山頂からの展望
晴れた日には富士山を見ることができる。お祖
師さまもご覧になられたかも･･･

祖廟塔
「墓をば身延」にというご遺命にしたがっ
て立てられたお祖師さまのお墓

　

お
祖そ

師し

さ
ま
が
ご
晩ば

ん

年ね
ん

を
過す

ご
さ
れ
た
身み

延の
ぶ

山さ
ん 

（
山や

ま

梨な
し

県け
ん

）。
や
は
り
こ
の
地
は
、「
法ほ

華け

経き
ょ
う

の
聖せ

い

地ち

」

と
い
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
お
祖
師
さ
ま
に
ま
つ
わ
る

重じ
ゅ
う

要よ
う

な
と
こ
ろ
な
ん
だ
ね
。
今
回
は
ご
両

り
ょ
う

親し
ん

と
お
師し

匠し
ょ
う

（
道ど

う

善ぜ
ん

房ぼ
う

）
さ
ま
を
偲し

の

ば
れ
た
「
思し

親し
ん

閣か
く

」
と
、
お
祖

師
さ
ま
の
お
墓は

か

で
あ
る
「
祖そ

廟び
ょ
う

塔と
う

」
に
つ
い
て
お
話
し

す
る
ね
。
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