
第
17
回

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
故ふ

る

郷さ
と

の
清き

よ

澄す
み

寺で
ら

（
千ち

葉ば

県け
ん

）

で
出し

ゅ
っ

家け

（
お
坊ぼ

う

さ
ん
に
な
る
こ
と
）
し
た
あ
と
、

正た
だ

し
い
仏ほ

と
け

様さ
ま

の
教
え
を
求も

と

め
て
、
鎌か

ま

倉く
ら

や
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

、

さ
ら
に
奈な

良ら

の
高こ

う

野や

山さ
ん

な
ど
の
お
寺て

ら

を
巡め

ぐ

っ
て
遊ゆ

う

学が
く

（
よ
そ
の
土と

地ち

に
い
っ
て
勉べ

ん

強き
ょ
う

す
る
こ
と
）
さ

れ
た
ん
だ
ね
。（『
お
祖
師
さ
ま
を
お
訪た

ず

ね
す
る
物

語
・
第
二
〜
五
回
』
を
読よ

ん
で
ね
）

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
そ
の
遊
学
の
結け

っ

果か

、
つ
い
に

仏
様
の
真し

ん

実じ
つ

の
教
え
が
、
法ほ

っ

華け

経き
ょ
う

本ほ
ん

門も
ん

の
中な

か

に
説と

か
れ
て
い
る
こ
と
を
発は

っ

見け
ん

さ
れ
た
ん
だ
。
そ
れ
は
、

み
ん
な
が
「
南な

無む

妙み
ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う

」
と
御お

題だ
い

目も
く

を
お

唱と
な

え
す
る
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　

遊
学
の
旅た

び

を
終お

え
た
お
祖
師
さ
ま
は
、
故
郷
の

清
澄
寺
に
戻も

ど

ら
れ
る
ん
だ
よ
。
そ
し
て
、
旅
の
疲つ

か

れ
を
い
や
す
と
、
清
澄
寺
の
お
堂ど

う

に
こ
も
っ
て
、

七な
の

日か

間か
ん

一い
っ

歩ぽ

も
外そ

と

に
出で

な
い
で
、「
南
無
妙
法
蓮

華
経
」
と
御
題
目
を
お
唱
え
さ
れ
た
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
お
堂
に
こ
も
っ
て
ち
ょ
う
ど
一
週
間

が
過す

ぎ
た
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
四
月
二
十
八

日
。
お
祖
師
さ
ま
は
、
清
澄
寺
の
境け

い

内だ
い

地ち

の
「
旭あ

さ
ひ

ケが

森も
り

」
の
山さ

ん

頂ち
ょ
う

に
立た

ち
、
昇の

ぼ

る
朝あ

さ

日ひ

に
向む

か
っ
て
、

大お
お

声ご
え

で
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
御
題
目
を
お
唱

え
さ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
れ
を
【
立
教
開
宗
】
と
い
う
ん
だ
ね
。
こ
の

日ひ

よ
り
お
祖
師
さ
ま
の
御
題
目
を
弘
め
る
ご
弘ぐ

通づ
う

ご
奉ほ

う

公こ
う

が
始は

じ

ま
る
ん
だ
。
お
祖
師
さ
ま
が
三
十
二

歳さ
い

の
時
の
こ
と
だ
よ
。

　

ま
た
、
お
祖
師
さ
ま
は
こ
の
【
立
教
開
宗
】
の

時
、
こ
れ
ま
で
の
名な

前ま
え

の
「
蓮れ

ん

長ち
ょ
う

」
を
【
日
蓮
】

と
改
め
ら
れ
た
ん
だ
ね
。

お
祖
師
さ
ま
は
、
ご
信し

ん

者じ
ゃ

の
四し

条じ
ょ
う

金き
ん

吾ご

さ
ん
の

奥お
く

さ
ん
に
出だ

さ
れ
た
お
手て

紙が
み

の
中
で
「
明あ

き

ら
か
な

る
事こ

と

日に
ち

月が
ち

に
す
ぎ
ん
や
。
浄き

よ

き
事こ

と

蓮れ
ん

華げ

に
ま
さ
る

べ
き
や
。
法
華
経
は
日
月
と
蓮
華
と
な
り
。
故ゆ

え

に

妙
法
蓮
華
経
と
名な

づ

く
。
日
蓮
ま
た
日
月
と
蓮
華
と

の
ご
と
く
な
り
」（
四
条
金
吾
殿ど

の

女に
ょ
う

房ぼ
う

御ご

書し
ょ

・
高

祖
日
蓮
大
士
御ご

妙み
ょ
う

判は
ん

集し
ゅ
う

第
三
巻
三
九
七
頁ぺ

ー
じ

）
と
仰

お
っ
し
ゃ

っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

暗く
ら

い
所と

こ
ろ

を
照て

ら
す
（
光ひ

か
り

を
あ
て
て
明あ

か

る
く
す
る
） 

の
は
「
お
日ひ

さ
ま
（
太た

い

陽よ
う

）」
や
「
お
月つ

き

さ
ま
」

だ
ね
。
ま
た
、
汚き

た
な

い
泥ど

ろ

沼ぬ
ま

の
中
で
も
美う

つ
く

し
い
花は

な

を

咲さ

か
せ
る
の
は
「
蓮
華
」
の
花
だ
ね
。

　

そ
こ
で
お
祖
師
さ
ま
は
、「
日
月
（
太
陽
や
月
）」

の
よ
う
に
「
人ひ

と

々び
と

を
明
る
く
照
ら
す
（
人
々
の
苦く

る

し
み
を
取と

り
除の

ぞ

く
）」。
ま
た
「
蓮
華
」
の
よ
う
に

「
世せ

間け
ん

の
悪あ

く

に
染そ

ま
ら
な
い
（
影え

い

響き
ょ
う

や
感か

ん

化か

さ
れ

な
い
）
で
ご
弘
通
ご
奉
公
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と
、

「
日
月
」
の
「
日に

ち

」
と
「
蓮
華
」
の
「
蓮れ

ん

」
を
取と

り
、【
日
蓮
】
と
名な

乗の

ら
れ
た
ん
だ
。

　
【
日
蓮
】
と
い
う
名
前
に
は
、
仏
様
の
御お

使つ
か

い

と
し
て
「
世よ

の
人ひ

と

々び
と

を
御
題
目
の
ご
信し

ん

心じ
ん

で
お
救す

く

い
す
る
ぞ
！
」
と
の
力ち

か
ら

強づ
よ

い
決け

つ

意い

が
込こ

め
ら
れ
て

い
る
ん
だ
ね
。
何な

ん

だ
か
【
日
蓮
】
と
い
う
お
名
前
、

と
て
も
格か

っ

好こ
う

い
い
な
〜
。

建長５年４月28日、旭ヶ森の一角に立ち、朝日に向かって大声
で御題目をお唱えされた

日
蓮
と
名
乗
る

に
ち

れ
ん

な

の

旭
ケ
森
の
巻

あ
さ
ひ

が

も
り

ま
き

旭
ヶ
森
の
日
蓮
聖
人
像

こ
の
像
は
大
正
12
年
に
建
立
さ
れ
る
。
２
日
後
に
発
生
し

た
関
東
大
震
災
に
も
何
の
損
傷
も
な
く
、
厳
然
と
立
ち
続

け
た
と
い
う

清澄寺の練行堂
清澄寺の本堂から旭ヶ森に向かう途中にある
のが練行堂で、日蓮聖人はここで修行したと
伝えられている。写真の中央には井戸も写っ
ている

旭ヶ森の風景
日蓮聖人が、この先の太平洋から出る朝日に
向かって「南無妙法蓮華経」と立教開宗の第
一声をあげられた

　

関か
ん

西さ
い

地ち

方ほ
う

を
中

ち
ゅ
う

心し
ん

に
勉べ

ん

学が
く

に
励は

げ

ん
で
い
た
お
祖そ

師し

さ

ま
（
高こ

う

祖そ

日に
ち

蓮れ
ん

大だ
い

士じ

）
は
、
建け

ん

長ち
ょ
う

五
年
（
一
二
五
三
）
の

春は
る

、
生う

ま
れ
故こ

郷き
ょ
うの
安あ

わ

房の

国く
に

に
帰か

え

っ
て
き
た
ん
だ
。
そ

し
て
、
こ
れ
ま
で
の
勉
学
に
よ
っ
て
法ほ

華け

経き
ょ
う

が
最も

っ
と

も
す

ぐ
れ
た
教お

し

え
で
あ
る
と
知し

り
、
そ
れ
を
弘ひ

ろ

め
る
こ
と
を

自み
ず
か

ら
の
使し

命め
い

（
与あ

た

え
ら
れ
た
重

じ
ゅ
う

大だ
い

な
つ
と
め
）
と
し
た

ん
だ
。
今こ

ん

回か
い

は
「
立り

っ

教き
ょ
う

開か
い

宗し
ゅ
う

」
と
「
日
蓮
」
と
名な

を
改

あ
ら
た

め
ら
れ
た
（
新あ

た
ら

し
い
も
の
に
替か

え
る
）
お
話は

な
し

を
す
る
ね
。

高祖日蓮大士ご降誕
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