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安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
八
月
。
近お

う

江み
の

国く
に

（
滋

賀
県
）
の
大
津
追お

い

分わ
け

と
い
う
所と

こ
ろ

で
酒し

ゅ

造ぞ
う

業ぎ
ょ
う

（
お
酒さ

け

造づ
く

り
）
の
商し

ょ
う

売ば
い

を
し
て
い
た
小お

野の

山や
ま

勘か
ん

兵べ

衛え

さ
ん

は
、
長
い
間
、
ひ
ど
い
胃い

病び
ょ
う

で
苦く

る

し
ん
で
い
た
ん

だ
。
何
と
か
こ
の
病や

ま
い

を
治な

お

そ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
な

信し
ん

心じ
ん

に
す
が
っ
た
ん
だ
け
ど
全ま

っ
た

く
効こ

う

果か

が
な
か
っ

た
ん
だ
。
そ
こ
で
勘
兵
衛
さ
ん
は
生
き
る
希き

望ぼ
う

を

失う
し
な

い
、
病
の
苦
し
み
か
ら
逃の

が

れ
た
い
一
心
で
、
自

ら
の
命い

の
ち

を
絶た

と
う
と
し
た
ん
だ
。

　

そ
の
様
子
を
、
た
ま
た
ま
勘
兵
衛
さ
ん
の
庭に

わ

で

仕し

事ご
と

中
だ
っ
た
植う

え

木き

職し
ょ
く

人に
ん

の
高た

か

橋は
し

儀ぎ

三さ
ぶ

郎ろ
う

さ
ん
が

見
つ
け
た
ん
だ
。
佛
立
講
（
宗
）
の
ご
信
者
で
あ

っ
た
儀
三
郎
さ
ん
は
、
勘
兵
衛
さ
ん
の
自じ

殺さ
つ

を
思お

も

い
止と

ど

ま
ら
せ
、
す
ぐ
に
京
都
の
開
導
聖
人
の
も
と

に
こ
の
こ
と
を
お
知し

ら
せ
し
た
ん
だ
。

　

そ
の
日
の
晩ば

ん

、
開
導
聖
人
の
ご
指し

示じ

を
受う

け
た

数
人
の
ご
信
者
が
、
京
都
よ
り
勘
兵
衛
さ
ん
の
家

に
や
っ
て
来
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
病び

ょ
う

人に
ん

の
勘
兵
衛

さ
ん
の
周ま

わ

り
に
、
そ
の
家か

族ぞ
く

や
親し

ん

類る
い

の
人
々
を
集あ

つ

め
、
御
題
目
の
御ご

本ほ
ん

尊ぞ
ん

を
お
ま
つ
り
し
、
み
ん
な

で
「
南な

無む

妙み
ょ
う

法ほ
う

蓮れ
ん

華げ

経き
ょ
う

」
と
御
題
目
を
お
唱と

な

え
し

始は
じ

め
た
ん
だ
。

　

御
題
目
口く

唱し
ょ
う

（
御
題
目
を
繰く

り
返か

え

し
お
唱
え
す

る
こ
と
）
は
一ひ

と

晩ば
ん

中じ
ゅ
う

行
わ
れ
、
明
け
方
、
何
を
し

て
も
治
ら
な
か
っ
た
お
腹な

か

の
痛い

た

み
が
治
っ
て
し
ま

っ
た
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
何
も
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た

勘
兵
衛
さ
ん
が
、「
お
腹
が
空す

い
た
！
」
と
大
き

な
声
で
言
い
出
す
ん
だ
。
本
当
に
驚お

ど
ろ

き
だ
ね
。

　

と
て
も
喜よ

ろ
こ

ん
だ
勘
兵
衛
さ
ん
や
そ
の
家
族
は
、

す
ぐ
に
佛
立
講
に
入に

ゅ
う

信し
ん

（
ご
信
者
に
な
る
）
し
た

ん
だ
。
こ
の
話
は
、
大
津
追
分
の
町
の
評ひ

ょ
う

判ば
ん

と
な

り
、
勘
兵
衛
さ
ん

の
親
戚
で
米
問
屋

を
営い

と
な

む
御み

牧ま
き

卯う

兵べ

衛え

さ
ん
を
は
じ
め
、

周
り
の
多
く
の
人

々
が
佛
立
講
に
入

信
し
た
ん
だ
よ
。

　

す
っ
か
り
元
気

に
な
っ
た
勘
兵
衛

さ
ん
は
、
早さ

っ

速そ
く

、

京
都
の
開
導
聖
人

の
も
と
を
訪お

と
ず

れ
て

お
礼れ

い

を
申も

う

し
上あ

げ
、

大
津
の
地
に
も
「
佛
立
講
」
を
ひ
ら
い
て
欲ほ

し
い

と
お
願ね

が

い
さ
れ
た
ん
だ
。

　

安
政
六
年
（
一
八
五
九
）、
開
導
聖
人
の
お
許ゆ

る

し
を
い
た
だ
き
勘
兵
衛
さ
ん
を
講こ

う

元も
と

（
中
心
と
な

っ
て
世せ

話わ

を
す
る
役や

く

）
に
、
勘
兵
衛
さ
ん
の
家
で

御お

講こ
う

が
奉ほ

う

修し
ゅ
う

さ
れ
た
ん
だ
。
こ
こ
に
「
大
津
佛
立

講
」
が
開
講
さ
れ
た
ん
だ
よ
。
こ
の
大
津
佛
立
講

は
、
勘
兵
衛
さ
ん
と
親
戚
の
御
牧
卯
兵
衛
さ
ん
の

熱
心
な
ご
奉ほ

う

公こ
う

で
と
て
も
発は

っ

展て
ん

す
る
ん
だ
。

　

大
津
地
方
に
た
く
さ
ん
の
ご
信
者
が
増ふ

え
て
い

っ
た
頃こ

ろ

、
御
牧
卯
兵
衛
さ
ん
が
茶ち

ゃ

畑ば
た
け

を
ご
有ゆ

う

志し

さ

れ
た
ん
だ
。
こ
の
土
地
に
法
華
堂
（
現
・
佛
立
寺
）

を
建た

て
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
。

　

文ぶ
ん

久き
ゅ
う

二
年
（
一
八
六
二
）
四
月
、
法
華
堂
が
無ぶ

事じ

に
完か

ん

成せ
い

。
開
導
聖
人
は
京
都
よ
り
ご
自じ

身し
ん

の
護ご

持じ

（
大
切
に
ま
も
り
保た

も

つ
こ
と
）
さ
れ
る
御
本
尊

と
御ご

尊そ
ん

像ぞ
う

等な
ど

を
ご
遷せ

ん

座ざ

（
神し

ん

仏ぶ
つ

を
他た

の
場ば

所し
ょ

に
移う

つ

す
こ
と
）
し
、
こ
れ
が
佛
立
宗
の
「
最さ

い

初し
ょ

道ど
う

場じ
ょ
う

」

つ
ま
り
お
寺
の
第だ

い

一い
ち

号ご
う

と
な
る
ん
だ
よ
。

を
な
さ
れ
、
平
成
十
七
年
十

月
に
は
宗
門
よ
り
特
一
級
清

勲
大
居
士
号
を
賜
っ
た
。

　

葬
儀
は
八
月
二
十
五
日
、

長
薫
寺
先
住
・
高
須
日
良
師

導
師
の
も
と
執
行
さ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
は
年
末
に
通
信

で
お
知
ら
せ
す
る
だ
け
で
し

た
が
、
今
年
か
ら
は
毎
月
一

日
の
お
総
講
で
本
庁
か
ら
送

っ
て
い
た
だ
い
た
功
徳
箱
と

「
お
初
穂
の
御
信
心
」
の
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
財
務

部
長
の
峯
岸
さ
ん
が
「
ま
ず 

は
一
番
に
御
法
様
へ
」
と 

「
お
初
穂
」
の
お
勧
め
を
ご

披
露
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
少
し

ず
つ
「
お
初
穂
」
の
意
識
づ

け
が
で
き
て
き
ま
し
た
。

　

あ
る
方
は
、
今
回
初
め
て

年
金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
初
め
て
の
年
金

で
ご
有
志
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
い
う
申
し
出
も
あ
り

ま
し
た
。

　

来
年
は
、
一
名
で
も
多
く

の
方
か
ら
一
円
で
も
多
く
の

本
山
初
灯
明
料
が
奉
納
さ
せ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
「
お
初

穂
の
御
信
心
」
を
育
て
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

第
十
支
庁
・
熊
本
長
薫
寺

前
事
務
局
長
、
宗
門
特
一
級

功
労
者
で
あ
る
蔵
本
淳
氏
が

去
る
八
月
二
十
三
日
、
行
年

九
十
二
歳
で
帰
寂
さ
れ
た
。

　

法
号
は
、

　
法
藏
院
殿
清
勲

　
　
　
厚
徳
日
淳
大
居
士

　

氏
は
、
大
正
十
三
年
三
月

渡
辺
家
の
次
男
と
し
て
誕
生
。

幼
少
を
小
倉
に
て
過
ご
す
。

早
く
に
ご
両
親
が
帰
寂
さ
れ
、

母
方
の
旧
姓
「
蔵
本
」
姓
を

嗣つ

が
れ
た
。
長
男
は
後
に
得

度
さ
れ
、
長
崎
妙
薫
寺
前
住

職
・
渡
辺
日
恵
上
人
で
あ
る
。 　

戦
前
は
、
朝
鮮
に
渡
り
測

量
士
と
し
て
の
職
務
に
つ
く

も
、
戦
時
中
は
九
州
に
戻
り

戦
後
再
び
小
倉
に
戻
る
。
そ

の
時
、
後
の
権
大
僧
正
日
薫

上
人
と
出
会
い
、
小
倉
と
熊

本
を
行
き
交
い
、
長
薫
寺
本

堂
建
立
に
尽
力
さ
れ
、
昭
和

二
十
八
年
熊
本
へ
定
住
、
上

人
の
勧
め
に
よ
り
結
婚
。

　

そ
の
後
は
、
日
薫
上
人
へ

給
仕
の
誠
を
尽
く
し
、
第
二

代
小
佐
井
事
務
局
長
と
共
に

事
務
局
次
長
と
し
て
、
長
薫

寺
の
ご
弘
通
並
び
に
建
営
の

ご
奉
公
に
力
を
注
が
れ
、
そ

の
間
、
支
庁
の
財
務
参
与
の

ご
奉
公
を
永
年
さ
れ
た
。

　

平
成
七
年
日
薫
上
人
ご
遷

化
後
、
平
成
八
年
第
三
代
事

務
局
長
に
就
任
、
前
住
職
の

日
良
師
へ
も
思
い
厚
く
給
仕

　

本
年
の
本
山
初
灯
明
料
は
、

当
山
と
し
て
は
久
々
に
三
百

万
円
近
く
、
昨
年
よ
り
六
十

万
円
近
く
増
加
奉
納
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。（
六
級

寺
院
十
六
ヵ
寺
中
第
一
位
・

額
二
十
四
％
増
・
人
数
十
％

増
の
三
冠
）
こ
れ
は
前
年
度

に
比
べ
奉
納
者
が
十
七
名
増

加
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

そ
の
中
に
は
、
今
回
初
め 

て
奉
納
さ
れ
た
方
が
一
名
、 

転
入
さ
れ
た
方
が
二
家
族
五

名
、
前
年
奉
納
さ
れ
な
か
っ

た
方
で
今
年
奉
納
さ
れ
た
方

が
数
名
お
ら
れ
ま
す
。

前
年
度
本
山
初
灯
明
料

締
切
後
に
奉
納
さ
れ
た

方
に
は
、
前
も
っ
て
早

め
に
奉
納
さ
れ
る
よ
う

声
か
け
で
き
た
事
で
、

十
七
名
の
増
加
に
な
り

ま
し
た
。

大

　津

　法

　華

　堂

お
お

つ

ほ
っ

け

ど
う

大
津
佛
立
講

お
お

つ

ぶ
つ

り
ゅ
う

こ
う

病人の勘兵衛さんの周りをご信者、家族、親類が囲み一晩中熱
烈な御題目が唱えられた

大津佛立寺の境内に残る開導聖人の住居の「今大路屋敷」

大津追分・法華堂に開導聖人ご自身の護持の御本尊
と御尊像等をご遷座（移動）される様子
「清風一代記略図｣・御自画伝・扇全５巻205頁

大津佛立寺　文久２年（1862）４月、大津追分の
地に本門佛立講最初の道場が開導聖人のご創建に
よって建立された

　

安あ
ん

政せ
い

四
年
（
一
八
五
七
）
一
月
十
二
日
、
開か

い

導ど
う

聖し
ょ
う

人に
ん

は
四
十
一
歳さ

い

の
時
、『
本ほ

ん

門も
ん

佛ぶ
つ

立り
ゅ
う

講こ
う

』
を
ご
開か

い

講こ
う

。
そ
れ

以い

降こ
う

、
次し

第だ
い

に
京

き
ょ
う

都と

の
町
を
中
心
に
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

者じ
ゃ

が
増ふ

え
て
い
っ
た
ん
だ
。
ご
開
講
か
ら
一
年
半
後
に
は
、

何な
ん

と
京
都
か
ら
滋し

賀が

県け
ん

大お
お

津つ

、
そ
し
て
大お

お

阪さ
か

方ほ
う

面め
ん

に
と

弘ひ
ろ

ま
っ
て
い
っ
た
ん
だ
ね
。
今
回
は
滋
賀
県
の
大
津
地

方
に
御
題
目
が
弘
ま
っ
た
様よ

う

子す

の
お
話は

な

し
を
す
る
ね
。

六
級
寺
院
中
第
一
位

　
額
・
人
数
増

毎
月
一
日
の
お
総
講
で
ご
披
露

７
支

　
妙
護
寺

志
厚
く
初
灯
明
料
奉
納
を
！

優
秀
寺
院
・
信
徒
に
伺
う

宗
内
特
一
級
功
労
者
･
長
薫
寺
前
局
長

蔵
本 

淳
氏
が
帰
寂

財務部長の峯岸衛さん


