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　【
三
位
房
日
行
】
に
つ
い
て
は
余あ

ま

り
詳く

わ

し
く
分わ

か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
下し

も

総う
さ
の

国く
に

（
千ち

葉ば

県け
ん

）
で
生う

ま
れ
、
小ち

い

さ
な
時
か
ら
お
祖
師
さ
ま
の
お
弟
子
と

し
て
ご
奉
公
に
励
ん
で
い
た
ん
だ
よ
。

　【
三
位
房
日
行
】
は
と
て
も
頭
が
良
か
っ
た
の

で
、
お
祖
師
さ
ま
か
ら
『
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

（
滋し

賀が

県け
ん

）
に

登の
ぼ

っ
て
（
行い

っ
て
）
も
っ
と
仏ほ

と
け

様さ
ま

の
教
え
を
学ま

な

ん

で
き
な
さ
い
』
と
言い

わ
れ
た
ん
だ
。

　
お
弟
子
の
中な

か

で
も
「
よ
く
勉べ

ん

強き
ょ
う

が
で
き
」「
お

話
も
と
て
も
上
手
」
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
で
も
、
ち

ょ
っ
と
残ざ

ん

念ね
ん

な
こ
と
は
「
自
慢
し
た
り
、
偉
そ
う

に
す
る
」
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。

　【
三
位
房
日
行
】
は
比
叡
山
で
勉
強
し
て
い
た

時
、
都み

や
こ

（
京き

ょ
う

都と

）
の
公く

家げ

（
天て

ん

皇の
う

に
仕つ

か

え
る
人
）

さ
ん
の
所と

こ
ろ

に
招し

ょ
う

待た
い

さ
れ
、
仏
様
の
お
話
を
い
ろ
い

ろ
と
し
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
が
、
と
て
も
上
手
だ
と

感か
ん

心し
ん

さ
れ
褒ほ

め
ら
れ
る
ん
だ
よ
。

　
そ
の
こ
と
を
【
三
位
房
日
行
】
は
凄す

ご

く
自
慢
す

る
ん
だ
ね
。
ま
た
言こ

と

葉ば

づ
か
い
も
「
京
都
風ふ

う

」
に

な
っ
て
い
っ
た
ん
だ
。
お
祖
師
さ
ま
は
『
都
に
心こ

こ
ろ

が
浮う

か
れ
て
い
な
い
で
シ
ッ
カ
リ
勉
強
に
励
み
な

さ
い
！
』
と
厳き

び

し
く
注ち

ゅ
う

意い

さ
れ
た
ん
だ
。
と
に
か

く
自
分
の
こ
と
を
「
よ
く
見み

せ
よ
う
」
と
す
る
悪

い
所
が
あ
っ
た
ん
だ
。

　
建け

ん

治じ

三
年ね

ん

（
一
二
七
七
）、「
竜り

ゅ
う

象ぞ
う

房ぼ
う

」
と
い
う

天て
ん

台だ
い

宗し
ゅ
う

の
僧そ

う

が
、
鎌か

ま

倉く
ら

（
神か

奈な

川が
わ

県け
ん

）
の
桑
ヶ
谷

と
い
う
所
で
説せ

っ

法ぽ
う

（
仏ぶ

つ

教き
ょ
う

の
教
え
を
説と

き
聞き

か
せ

る
こ
と
）
を
し
て
い
た
ん
だ
。

　
そ
の
内な

い

容よ
う

は
「
念ね

ん

仏ぶ
つ

、
真し

ん

言ご
ん

、
禅ぜ

ん

宗し
ゅ
う

は
正た

だ

し
い

教
え
で
、
日
蓮
の
教
え
は
間ま

違ち
が

っ
た
教
え
だ
」
と

言
う
も
の
で
、
お
祖
師
さ
ま
の
ご
奉
公
を
、
邪じ

ゃ

魔ま

し
攻こ

う

撃げ
き

す
る
も
の
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　
そ
の
こ
と

を
知し

っ
た 

【
三
位
房
日

行
】
は
「
竜

象
房
」
の
所

に
行い

き
、
法ほ

う

論ろ
ん

（
そ
れ
ぞ

れ
の
教
え
に

つ
い
て
話
し

合あ

い
意い

見け
ん

を

戦た
た
か

わ
せ
る
こ

と
）
を
し
た
ん
だ
ね
。
そ
の
結け

っ

果か

は
【
三
位
房
日

行
】
の
勝し

ょ
う

利り

（
勝か

ち
）
で
終お

わ
っ
た
ん
だ
。
こ
れ

を
「
桑
ヶ
谷
問
答
」
と
言
う
ん
だ
よ
。

　
こ
ん
な
風
に
、
と
て
も
頼た

よ

り
に
な
る
と
こ
ろ
も

あ
る
ん
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
【
三
位
房
日
行
】
は

「
自
慢
し
た
り
、
偉
そ
う
に
す
る
」
と
い
う
悪
い

性せ
い

格か
く

は
直な

お

ら
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。

　
や
が
て
悪
い
心
を
起お

こ
し
、
お
祖
師
さ
ま
に
反は

ん

抗こ
う

（
さ
か
ら
う
・
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
）
す
る

よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
し
て
、
お
弟
子
を
や

め
て
出で

て
行
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。

　
そ
の
後ご

の
【
三
位
房
日
行
】
の
こ
と
は
、
よ
く

分わ

か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
故ふ

る

郷さ
と

の
下
総
国
で
急き

ゅ
う

に

亡な

く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。
お
祖
師
さ
ま
は
『
不ふ

憫び
ん

（
か
わ
い
そ
う
）
で
な
ら
な
い
』
と
、
自
分
の

所
か
ら
離は

な

れ
て
い
っ
た
弟
子
だ
っ
た
け
ど
、
そ
の

死し

を
悲か

な

し
ん
で
ご
回え

向こ
う

さ
れ
た
ん
だ
ね
。

　
お
弟
子
の
中な

か

で
も
と
て
も
優ゆ

う

秀し
ゅ
う

（
す
ぐ
れ
て
い

る
）
で
、
お
祖
師
さ
ま
か
ら
、
将し

ょ
う

来ら
い

を
期き

待た
い

さ
れ

教
え
を
受う

け
た
【
三
位
房
日
行
】。

　
で
も
、
そ
の
お
祖
師
さ
ま
の
弟
子
を
思お

も

う
心
に

対た
い

し
て
、「
恩お

ん

を
仇あ

だ

で
返か

え

す
」（
お
世せ

話わ

に
な
っ
た

の
に
お
返
し
も
し
な
い
で
、
失し

つ

礼れ
い

な
こ
と
を
平へ

い

気き

で
す
る
）
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ね
。
私わ

た
し

た

ち
も
悪
い
所
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
直
す
よ
う
に

注ち
ゅ
う

意い

し
よ
う
ね
。

桑
ヶ
谷
問
答

く
わ

が

や
つ

も
ん

ど
う

三
位
房
日
行

さ
ん

み

ぼ
う

に
ち

ぎ
ょ
う 　

【
三さ

ん

位み

房ぼ
う

日に
ち

行ぎ
ょ
う

】
は
、
幼お

さ
な

い
時と

き

か
ら
お
祖そ

師し

さ
ま

（
高こ

う

祖そ

日に
ち

蓮れ
ん

大だ
い

士じ

）
の
お
弟で

子し

と
な
り
ご
奉ほ

う

公こ
う

に
励は

げ

ん
で
い
た
ん
だ
ね
。
頭あ

た
ま

が
良よ

く
、
弁べ

ん

舌ぜ
つ

（
も
の
の
言い

い
方か

た

、
話は

な

し
ぶ
り
）
も
上じ

ょ
う

手ず

で
、
将し

ょ
う

来ら
い

を
と
て
も
期き

待た
い

さ
れ
て
い
た
ん
だ
。
で
も
、
す
ぐ
に
「
自じ

慢ま
ん

し
た

り
（
自じ

分ぶ
ん

の
こ
と
を
人ひ

と

の
前ま

え

で
良
く
い
う
）」、「
偉え

ら

そ
う
に
す
る
（
大お

お

き
な
態た

い

度ど

で
ふ
る
ま
う
・
い
ば
る
）」

と
い
う
悪わ

る

い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ん
だ
ね
…
。
今こ

ん

回か
い

は

【
三
位
房
日
行
】
の
お
話は

な
し

を
す
る
ね
。

高祖日蓮大士ご降誕

800年慶讃

比叡山延暦寺
比叡山に遊学間もなく、京都の公家に招か
れ説法をするとは、三位房がいかに優れて
いたかを物語っている

桑ヶ谷療養所跡（鎌倉市長谷３丁目）
桑ケ谷には良観（極楽寺）が開いた療養
所がありその跡に石碑が建っている。こ
のあたりが三位房日行と竜象房の法論（桑
ケ谷問答）があった場所といわれている

龍ノ口法難
文永８年（1271）のお祖師さまの最大の法
難である「龍ノ口法難」には、自らも首を
はねられる覚悟で三位房日行も刑場にお供
した

三位房日行は、とにかく自分のことを「よく見せよう」とする
悪い所があった


