
第
5
回

　

東
福
寺
の
最さ

い

初し
ょ

の
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

は
圓え

ん

爾に

と
い
う
人
な
ん

だ
。
こ
の
人
は
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

や
園お

ん

城じ
ょ
う

寺じ

（
二
月
号ご

う

を
見
て
ね
）
で
修
行
し
て
、
そ
の
後
、
中
国
（
南な

ん

宋そ
う

）
に
渡わ

た

っ
て
六
年
間
も
勉
強
し
た
ん
だ
よ
。
そ

し
て
、
仁に

ん

治じ

二
年
（
一
二
四
一
）
に
日
本
に
帰
っ

て
き
て
東
福
寺
の
住
職
と
な
っ
た
ん
だ
。

　

お
祖
師
さ
ま
も
比
叡
山
で
修
行
さ
れ
た
け
ど
、

こ
の
圓
爾
の
方
が
、
お
祖
師
さ
ま
よ
り
二
十
年
ほ

ど
早
く
比
叡
山
で
修
行
し
て
い
た
か
ら
、
お
祖
師

さ
ま
の
大だ

い

先せ
ん

輩ぱ
い

に
も
な
る
ん
だ
。
こ
の
大
先
輩
か

ら
お
祖
師
さ
ま
は
色
々
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う

ん
だ
よ
。

　

さ
て
東
福
寺
は
、
延え

ん

応お
う

元
年
（
一
二
三
九
）
か

ら
お
寺
を
作
る
工こ

う

事じ

を
始は

じ

め
た
ん
だ
。
だ
け
ど
圓

爾
が
住
職
に
な
っ
た
と
き
は
、
ま
だ
お
寺
は
完か

ん

成せ
い

し
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
こ
で
、
お
祖
師
さ

ま
は
色
々
と
学
ん
だ
お
礼れ

い

と
し
て
、
工
事
中
の
本ほ

ん

堂ど
う

の
柱は

し
ら

を
ご
有ゆ

う

志し

（
お
金
や
品し

な

物も
の

を
贈お

く

る
こ
と
）

さ
れ
る
ん
だ
よ
。

　

こ
の
柱
は
「
日に

ち

蓮れ
ん

柱ば
し
ら

」
と
呼よ

ば
れ
て
い
た
ん
だ

け
ど
、
残ざ

ん

念ね
ん

な
が
ら
明め

い

治じ

時じ

代だ
い

に
火か

事じ

に
な
っ
て

焼や

け
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
昭し

ょ
う

和わ

に
な
っ
て
本
堂
を

再さ
い

建け
ん

さ
れ
た
時
に
、
こ
の
「
日
蓮
柱
」
も
復ふ

っ

興こ
う

し

た
ん
だ
け
ど
、
お
祖
師
さ
ま
が
ご
有
志
さ
れ
た
柱

の
方
が
、
今
の
六
倍ば

い

も
大
き
か
っ
た
そ
う
だ
よ
。

　

建
長
三
年
（
一
二
五
一
）、
お
祖
師
さ
ま
は
東と

う

寺じ

（
高
野
山
と
同
じ
く
真し

ん

言ご
ん

宗し
ゅ
う

の
本
山
）
の
北
門

に
あ
っ
た
法
華
堂
に
滞た

い

在ざ
い

し
て
勉
強
を
さ
れ
て
い

た
ん
だ
。

　

当
時
、
法
華
堂
の
住
職
は
真し

ん

広こ
う

法ほ
う

印い
ん

と
い
う
人

で
、
東
寺
の
勉
強
の
先
生
で
も
あ
っ
た
ん
だ
よ
。

だ
か
ら
お
祖
師
さ
ま
も
、
こ
の
真
広
法
印
か
ら
勉

強
を
教
え
て
も
ら
っ
た
ん
だ
ね
。

　

お
祖
師
さ
ま
が
、
勉
強
を
終お

え
故こ

郷き
ょ
う

に
戻
ら
れ

た
後
も
、
お
祖
師
さ
ま
と
真
広
法
印
の
交こ

う

流り
ゅ
う

は
続つ

づ

き
、
三
十
年
後
の
弘こ

う

安あ
ん

四
年
（
一
二
八
一
）、
真

広
法
印
は
身み

延の
ぶ

に
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
祖
師
さ
ま
を

尋た
ず

ね
て
、
お
弟で

子し

に
な
っ
た
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
真
広
法
印
は
、
京
都
に
戻
っ
て
き
て

法
華
堂
を
法
華
寺
と
い
う
名
前
に
か
え
て
、
お
祖

師
さ
ま
の
教
え
を
伝つ

た

え
る
お
寺
に
し
た
ん
だ
よ
。

　

で
も
、
こ
の
お
寺
は
、
昭
和
に
な
っ
て
新し

ん

幹か
ん

線せ
ん

の
建け

ん

設せ
つ

工
事
の
た
め
、
現げ

ん

在ざ
い

地ち

（
下し

も

京ぎ
ょ
う

区く

丹た
ん

波ば

口ぐ
ち

駅え
き

近
く
）
の
島し

ま

原ば
ら

へ
と
移う

つ

さ
れ
る
ん
だ
ね
。

　

お
祖
師
さ
ま
は
、
東
福
寺
と
法
華
堂
で
勉
強
さ

れ
た
後
、
比
叡
山
の
定じ

ょ
う

光こ
う

院い
ん

で
一
年
間
修
行
さ
れ

近き
ん

畿き

地
方
で
の
勉
強
を
終
え
ら
れ
た
ん
だ
。
そ
し

て
故
郷
の
安あ

わ
の
く
に

房
国
（
千ち

葉ば

県け
ん

）
に
戻
ら
れ
る
ん
だ

よ
。
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う

法
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　寺

東福寺の本堂、日蓮柱は本堂内の右側の隅にある

法華寺にあるお祖師さまが作られたと言われる井戸

　

高こ
う

野や

山さ
ん

で
勉べ

ん

強き
ょ
う

し
、
聖

し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

の
お
墓は

か

が
あ
る

叡え
い

福ふ
く

寺じ

で
修し

ゅ

行ぎ
ょ
う

さ
れ
た
お
祖そ

師し

さ
ま
は
、
建け

ん

長ち
ょ
う

二
年 

（
一
二
五
〇
）、
二
十
九
歳さ

い

の
と
き
、
二
年
ぶ
り
に
京

き
ょ
う

都と

に
戻も

ど

ら
れ
る
ん
だ
。
今
月
は
京
都
の
東と

う

福ふ
く

寺じ

と
法ほ

っ

華け

寺じ

で
の
お
話
だ
よ
。

高祖日蓮大士ご降誕

800年慶讃

お祖師さまは洛南（京都の南部）に住んでいた圓爾を尋ねて色々
と教えを聞かれた

復興された今の日蓮柱

日蓮柱を称えた碑で、
本堂手前の右側に建て
られている


