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　【
光
日
尼
】
の
息
子
《
弥
四
郎
》
は
、
ま
じ
め

な
青せ

い

年ね
ん

武ぶ

士し

で
、
天
津
に
住す

む
母は

は

の
【
光
日
尼
】

と
は
離は

な

れ
て
暮く

ら
し
て
い
た
ん
だ
。

　
あ
る
日ひ

、
お
祖
師
さ
ま
が
鎌か

ま

倉く
ら

（
神か

奈な

川が
わ

県け
ん

）

で
辻つ

じ

説せ
っ

法ぽ
う

（
道み

ち

や
通と

お

り
を
行い

っ
た
り
来き

た
り
す
る

人
に
、
仏ほ

と
け

様さ
ま

の
教お

し

え
を
説と

き
聞き

か
せ
る
こ
と
）
を

さ
れ
て
い
る
時と

き

、
見み

覚お
ぼ

え
の
あ
る
（
前ま

え

に
見
た
こ

と
の
あ
る
）
青
年
が
い
た
ん
だ
よ
。

　
こ
の
青
年
は
後ご

日じ
つ

、『
私わ

た
し

は
《
弥
四
郎
》
と
申も

う

し
ま
す
。
天
津
の
出し

ゅ
っ

身し
ん

で
私
も
母
も
お
祖
師
さ
ま

の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
一い

ち

度ど

お
会あ

い
し

て
、
ご
相そ

う

談だ
ん

し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
…
』

と
お
祖
師
さ
ま
に
手て

紙が
み

を
出だ

し
た
ん
だ
。

　
お
祖
師
さ
ま
は
、「
故ふ

る
さ
と郷
の
人
だ
か
ら
」
と
、

喜よ
ろ
こ

ん
で
会
っ
て
話
を
聞
か
れ
た
ん
だ
ね
。

　《
弥
四
郎
》
は
、『
私
は
武
士
で
す
か
ら
い
つ
戦い

く
さ

（
戦せ

ん

争そ
う

・
た
た
か
い
）
に
行い

く
よ
う
に
言い

わ
れ
る

か
分わ

か
り
ま
せ
ん
。
覚か

く

悟ご

は
し
て
い
ま
す
が
、
戦

で
は
人
を
傷き

ず

つ
け
た
り
、
殺こ

ろ

し
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
悪わ

る

い
こ
と
を
し
て
、
死し

ん
で
い
く
の

が
、
と
て
も
怖こ

わ

く
て
仕し

方か
た

あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
、

お
助た

す

け
下く

だ

さ
い
』
と
お
祖
師
さ
ま
に
相
談
さ
れ
た

ん
だ
。

　
そ
し
て
、『
父ち

ち

は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

も
し
私
が
亡
く
な
れ
ば
母
は
た
っ
た
一ひ

と
り人
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
私
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
、
ど

う
ぞ
母
の
こ
と
を
よ
ろ
し
く
お
願ね

が

い
し
ま
す
』
と

《
弥
四
郎
》
は
お
願
い
し
た
ん
だ
ね
。

　
お
祖
師
さ
ま
は
、《
弥
四
郎
》
の
こ
の
相
談
に

親し
ん

切せ
つ

に
お
答こ

た

え
に
な
り
、《
弥
四
郎
》
は
と
て
も

感か
ん

動ど
う

し
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

と
な
っ
た
ん
だ
。

　《
弥
四
郎
》
は
、
真ま

面じ

目め

に
ご
信
心
に
励は

げ

み
、

そ
の
お
陰か

げ

（
仏
様
の
お
守ま

も

り
）
を
い
た
だ
い
て
、

心し
ん

配ぱ
い

し
て
い
た
戦
に
行
か
な
く
て
、
よ
く
な
っ
た

ん
だ
よ
。

　
で
も
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
が
た
っ
た
文ぶ

ん

永え
い

十
一

年ね
ん

（
一
二
七
四
）
六
月が

つ

八よ
う

日か

、《
弥
四
郎
》
は
戦

に
行
か
さ
れ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
だ
。
し
か

も
人
を
殺
し
て
し
ま
い
、
自
分
も
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
だ
よ
。

　
母
の
【
光
日
尼
】
は
《
弥
四
郎
》
の
死
を
、
と

て
も
悲
し
む
ん
だ
。
そ
し
て
『
人
を
殺
し
て
し
ま

っ
た
息
子
は
地じ

獄ご
く

に
堕お

ち
て
苦く

る

し
ん
で
い
る
の
で

は
？
』
と
凄す

ご

く
心
配
す
る
ん
だ
ね
。

　【
光
日
尼
】
の
悲
し
い
心
を
慰な

ぐ
さ

め
（
落お

ち
込こ

ん

だ
り
し
て
い
る
人
の
気き

持も

ち
を
落
ち
着つ

か
せ
る
）

て
く
れ
た
り
、
疑ぎ

問も
ん

に
答
え
て
く
れ
る
人
は
、
誰だ

れ

も
い
な
か
っ
た
ん
だ
。
本ほ

ん

当と
う

に
可か

哀あ
い

そ
う
だ
ね
。

　
そ
れ
か
ら
二
年
の
日ひ

び々

が
過す

ぎ
、【
光
日
尼
】

の
心
は
、
ま
す
ま
す
『
息
子
は
地
獄
に
堕
ち
て
苦

し
ん
で
い
る
の
で
は
？
』
と
不
安
な
気
持
ち
で
い

っ
ぱ
い
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
こ
で
【
光
日
尼
】

は
、
同ど

う

郷き
ょ
う

（
同お

な

じ
地ち

方ほ
う

の
出
身
）
で
、
顔
見
知
り

で
あ
っ
た
お
祖
師
さ
ま
に
お
手
紙
を
出
さ
れ
た
ん

だ
ね
…
。

 

（
つ
づ
く
）

母【
光
日
尼
】の
悲
し
み

か
な

【
光
日
尼
】の
息
子《
弥
四
郎
》

こ
う
に
ち
あ
ま

む
す
こ

や

し
ろ
う 　

【
光こ

う

日に
ち

尼あ
ま

】
は
、
安あ

わ
の
く
に

房
国
天あ

ま

津つ

（
千ち

葉ば

県け
ん

鴨か
も

川が
わ

市し

）

の
人ひ

と

な
ん
だ
。
天
津
は
、
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
生う

ま
れ
に
な
っ
た
小こ

湊み
な
と

か
ら
五
、六
キ

ロ
西に

し

に
あ
る
所と

こ
ろ

だ
か
ら
、
お
祖
師
さ
ま
と
は
、
ご
近き

ん

所じ
ょ

で
顔か

お

見み

知し

り
（
あ
ま
り
親し

た

し
く
な
い
け
ど
、
顔か

お

は

知し

っ
て
い
る
）
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
ご
主し

ゅ

人じ
ん

を
亡な

く
さ

れ
、
ま
た
頼
り
に
し
て
い
た
息む

す

子こ

の
《
弥や

四し

郎ろ
う

》
も

亡
く
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。
今こ

ん

回か
い

は
、【
光
日
尼
】
の

お
話は

な
し

を
二に

回か
い

に
分わ

け
て
す
る
ね
。

高祖日蓮大士ご降誕

800年慶讃

鎌
倉
時
代
の
武
士
の
姿

光
日
尼
の
息
子
・
弥
四
郎
は
「
青
年
武
士
で
賢
く
容
姿
端

麗
」。
光
日
尼
に
と
っ
て
は
自
慢
の
息
子
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

日蓮聖人の辻説法
お祖師さまが辻説法中、聴衆者の中に見覚え
のある青年の姿が。後日、その青年から「お
会いしたいのですが」と丁重な手紙が届いた。

現在の天津地方のようす
お祖師さまは「小湊」、光日尼と弥四郎は「天津」で、
同じ安房国（千葉県南部）の出身者。お互いに顔見
知りであったようだ。

弥四郎はお祖師さまに「武士としての後世の不安」の相談と、
万が一のことがあったら「母を教導して欲しい」と依頼していた。


