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先
師
先
聖
物
語

お
祖
師
さ
ま
の
教
え
を

正
し
く
受
け
継
が
れ
た

第
９
回
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去
る
八
月
二
日
か
ら
三
日
、

南
大
阪
布
教
区
薫
化
部
会
で

は
今
津
佛
立
研
修
セ
ン
タ
ー

に
て
平
成
二
十
六
年
度
部
会

行
事
・
錬
成
会
「
な
つ
オ
コ

ー
」
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

夏
の
真
っ
た

だ
中
で
し
た
が
、
参
加
者
は

教
務
・
参
与
含
め
二
十
六
名

で
し
た
。

　

以
前
よ
り
「
給
仕
第
一
」

に
よ
る
育
成
ご
奉
公
の
必
要

性
を
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
、
研
修
セ
ン
タ
ー
で
の

一
泊
二
日
と
い
う
好
機
を
得

て
、
布
教
区
青
年
部
会
指
導

の
下
、
お
給
仕
の
練
習
開
始

と
な
っ
た
の
で
し
た
。

　

研
修
で
は
お
ロ
ウ
ソ
ク
、

お
線
香
を
お
供
え
す
る
こ
と

か
ら
始
ま
り
、
切
り
火
の
仕

方
、
拍
子
木
の
練
習
、
人
生

で
初
め
て
の
紙
塔
婆
に
名
前

を
書
い
て
の
お
供
え
も
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
実
践
的
内
容

と
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
こ
そ
「
こ
れ
、
お
も

し
ろ
い
の
？
」
と
い
う
微
妙

な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
ま

し
た
が
、
次
第
に
盛
り
上
が

り
、
時
に
真
面
目
な
面
持
ち

で
お
給
仕
の
練
習
に
励
ん
で

い
ま
し
た
。
二
日
目
最
後
に

は
御
宝
前
の
御
前
机
や
お
道

具
の
お
磨
き
も
見
よ
う
見
ま

ね
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
貴

重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
お
給
仕
の
練
習
以
外

に
も
キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー

や
花
火
大
会
、
水
風
船
遊
び
、

響
き
渡
る
ヒ
グ
ラ
シ
の
鳴
き

声
な
ど
、
夏
休
み
の
良
い
思

い
出
と
な
り
ま
し
た
。

　

帰
り
の
バ
ス
の
中
で
「
今

回
の
行
事
は
面
白
か
っ
た
か

な
？
」
と
問
い
か
け
た
と
こ

ろ
、
み
ん
な
し
て
手
を
挙
げ

て
応
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
、
教
講
と
も
に
随
喜
の
気

持
ち
い
っ
ぱ
い
の
研
修
会
と

な
り
ま
し
た
。（御

牧
要
昌
記
）

　
「
大
覚
大
僧
正
」
は
永え

い

仁に
ん

五
年
（
一
二
九
七
）

に
生
れ
、
幼よ

う

名め
い

を
月げ

っ

光こ
う

麿ま
ろ

と
い
い
、
父
親
は
摂せ

っ

政し
ょ
う

（
幼よ

う

少し
ょ
う

や
病び

ょ
う

弱じ
ゃ
く

な
天
皇
の
代だ

い

理り

と
し
て
国
の
政せ

い

治じ

を
行
う
者も

の

）
の
近こ

衛の
え

経つ
ね

忠た
だ

で
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
ん
だ
。

　

父
親
に
関か

ん

し
て
は
、
後ご

醍だ
い

醐ご

天
皇
の
第だ

い

三
皇お

う

子じ

「
恒こ

う

性し
ょ
う

親し
ん

王の
う

」
と
も
い
わ
れ
る
ん
だ
け
ど
、
ど
ち

ら
と
も
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
の
が
実じ

つ

情じ
ょ
う

な
ん
だ
。
何い

ず

れ
に
せ
よ
「
高こ

う

貴き

（
身み

分ぶ
ん

・
家か

格か
く

な
ど
が
高
く
貴と

う
と

い
こ
と
）
の
出し

ゅ
っ

身し
ん

」
で
あ
る
こ
と
は
間ま

違ち
が

い
な
い

ん
だ
よ
。

　

幼
少
よ
り
嵯さ

峨が

（
京
都
）
の
大
覚
寺
と
い
う
お

寺
に
入
り
、
出
家
し
て
僧そ

う

侶り
ょ

と
し
て
の
道
を
歩
ま

れ
た
ん
だ
。
十
七
歳さ

い

の
時
、
京
都
北き

た

野の

天て
ん

満ま
ん

付ふ

近き
ん

で
辻つ

じ

説せ
っ

法ぽ
う

（
道
ば
た
に
立
ち
、
通
行
人
を
相あ

い

手て

に

法ほ
う

を
説と

く
こ
と
）
を
さ
れ
る
日
像
上
人
と
出
会
わ

れ
た
ん
だ
。

　

大
覚
（
大
僧
正
）
は
七
日
間
連れ

ん

続ぞ
く

で
日
像
上
人

の
辻
説
法
を
聞
い
た
ん
だ
。
そ
の
み
教
え
に
と
て

も
感か

ん

動ど
う

し
た
大
覚
は
、
修し

ゅ

行ぎ
ょ
う

し
て
い
た
大
覚
寺
を

抜ぬ

け
出だ

し
日
像
上
人
の
お
弟
子
と
な
る
ん
だ
。
そ

し
て
、
新
た
に
「
妙み

ょ
う

実じ
つ

」
と
い
う
名
前
を
授さ

ず

け
ら

れ
た
ん
だ
。

　

大
覚
（
妙
実
）
は
、
京
都
で
「
最さ

い

初し
ょ

の
御
題
目

の
お
寺
」
と
な
る
「
妙み

ょ
う

顕け
ん

寺
」
を
お
師し

匠し
ょ
う

（
日
像

上
人
）
さ
ま
が
建た

て
ら
れ
る
時
、
お
師
匠
さ
ま
の

手
足
と
な
り
お
手て

伝つ
だ

い
し
支さ

さ

え
ら
れ
た
ん
だ
。
そ

し
て
、
京
都
の
町
の
人
々
に
御
題
目
の
ご
信
心
が

弘
ま
る
よ
う
に
と
、
懸け

ん

命め
い

に
ご
奉ほ

う

公こ
う

に
励は

げ

ま
れ
た

ん
だ
。

　

ま
た
、
畿き

内な
い

（
京
都
に
近
い
国
々
。
山や

ま

城し
ろ

・
大や

ま

和と

・
河か

わ

内ち

・
和い

泉ず
み

・
摂せ

っ

津つ

の
五
ヵか

国こ
く

）
や
瀬せ

戸と

内う
ち

諸し
ょ

国こ
く

に
も
布ふ

教き
ょ
う

活か
つ

動ど
う

を
広
げ
ら
れ
て
、
こ
れ
ら

の
地
方
に
は
じ
め
て
御
題
目
の
尊と

う
と

い
ご
信
心
の
み

教
え
を
伝つ

た

え
、
各か

く

地ち

に
た
く
さ
ん
の
お
寺
を
建
て

ら
れ
た
ん
だ
。（
瀬
戸
内
諸
国
の
布
教
の
様よ

う

子す

は

詳く
わ

し
く
来ら

い

月げ
つ

号ご
う

で
紹し

ょ
う

介か
い

す
る
ね
）

　

興こ
う

国こ
く

三
年
（
一
三
四
二
）
十
一
月
、
大
覚
（
妙

実
）
は
お
師
匠
さ
ま
が
お
亡な

く
な
り
に
な
ら
れ
る

と
、
そ
の
跡あ

と

を
継つ

ぎ
勅ち

ょ
く

願が
ん

寺
（
国
家
の
平へ

い

安あ
ん

や
皇こ

う

室し
つ

繁は
ん

栄え
い

な
ど
を
祈き

願が
ん

す
る
お
寺
）
で
あ
る
「
妙
顕

寺
」
の
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

に
な
っ
た
ん
だ
。

　

延え
ん

文ぶ
ん

三
年
（
一
三
五
八
）、
京
都
の
町
が
旱か

ん

魃ば
つ

（
雨
が
長
く
降ふ

ら
ず
農の

う

作さ
く

物も
つ

に
必ひ

つ

要よ
う

な
水
が
無な

く

な
る
こ
と
）
に
み
ま
わ
れ
た
時
、
大
覚
（
妙
実
）

は
天
皇
の
ご
命め

い

令れ
い

で
「
雨
ご
い
の
祈き

祷と
う

」（
雨
が

降
る
よ
う
に
祈い

の

る
）
を
し
た
ん
だ
。
す
る
と
、
他た

の
宗し

ゅ
う

派は

の
僧
侶
が
い
く
ら
祈
っ
て
も
雨
が
降
ら
な

か
っ
た
の
に
、
た
ち
ま
ち
雨
が
降
り
出
し
た
ん
だ

ね
。

　

こ
の
雨
を
降
ら
せ
た
功こ

う

績せ
き

（
立り

っ

派ぱ

な
働は

た
ら

き
。
手て

柄が
ら

）
に
よ
り
後ご

光こ
う

厳げ
ん

天
皇
か
ら
、
日
蓮
聖
人
に
は

「
大
菩
薩
」、
日
朗
上
人
と
日
像
上
人
に
は
「
菩
薩
」

の
称
号
（
呼よ

び
名な

）
が
贈
ら
れ
、
大
覚
自じ

身し
ん

は

「
大
僧
正
（
僧
の
最さ

い

高こ
う

位い

）」
の
位く

ら
い

に
任に

ん

じ
ら
れ
た

ん
だ
。
以い

後ご

、
大
覚
（
妙
実
）
を
「
大
覚
大
僧
正
」

と
お
呼よ

び
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
。

　

妙
顕
寺
の
第
二
世せ

住
職
と
な
り
、
京
都
を
中
心

に
中
国
地
方
に
ま
で
御
題
目
の
ご
信
心
を
伝
え
ら

れ
た
大
覚
大
僧
正
。
そ
の
ご
生
涯
で
お
よ
そ
四
十

ヵ
寺
の
お
寺
を
建
て
ら
れ
、
貞じ

ょ
う

治じ

三
年
（
一
三
六

四
）
四
月
三
日
、
六
十
八
歳
で
ご
生
涯
を
終お

え
ら

れ
た
ん
だ
。

　

前
回
お
話
し
し
た
日に

ち

像ぞ
う

上し
ょ
う

人に
ん

は
、
お
祖そ

師し

さ
ま
（
日に

ち

蓮れ
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

）

の
ご
命め

い

で
初は

じ

め
て
天て

ん

皇の
う

さ
ま
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
京

き
ょ
う

都と

に
御お

題だ
い

目も
く

の

ご
信し

ん

心じ
ん

を
弘ひ

ろ

め
ら
れ
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
お
弟で

子し

と
な
っ
て
さ
ら

に
京
都
や
中
国
地
方
に
御
題
目
を
弘
め
ら
れ
た
の
が
「
大だ

い

覚か
く

大だ
い

僧そ
う

正じ
ょ
う

」
と
い
う
お
方
な
ん
だ
。
今
回
は
、
大
覚
大
僧
正
の
そ
の
ご
生

し
ょ
う

涯が
い

と
、
お
祖
師
さ
ま
、
日に

ち

朗ろ
う

上
人
、
日
像
上
人
に
「
菩ぼ

薩さ
つ

号ご
う

」
の

称し
ょ
う

号ご
う

が
天
皇
さ
ま
か
ら
贈お

く

ら
れ
た
い
き
さ
つ
を
お
話
す
る
よ
。

日
蓮
・
日
朗
・
日
像
上
人
に「
菩
薩
号
」が

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

大
覚
大
僧
正
①

だ
い

か
く

だ
い

そ
う

じ
ょ
う

京都桂川のほとりで「雨ごい祈祷」をされる

日像上人の跡を継ぎ勅願寺（国家の平安や皇室繁栄などを
祈願するお寺）である「妙顕寺」の第二世住職になられた

大覚大僧正の御尊像（實相寺蔵）桂川のほとりで
大覚大僧正は雨ごい祈祷をしたが、その祈祷の場
所跡が實相寺（京都上鳥羽）といわれている

一
泊
二
日
で
薫
化
会
の
錬
成
会

佛
立
セ
ン
タ
ー
で
お
給
仕
の
練
習

南
大
阪
布

2支

今津佛立研修センターの御宝前をバックに錬成会を終えた一同で

紙塔婆に名前を書くのもモチロン初めて

ちゃんとフクメンをしてお線香をお上げする


