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開
導
聖
人
を
支
え
た
ご
信
者
物
語

第
２
回
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合
写
真
を
撮
影
し
、
お
茶
菓

子
の
ご
供
養
を
い
た
だ
い
た

後
、
佛
立
寺
を
出
発
。
野
洲

市
に
あ
る
「
鮎
屋
の
郷
」
で

昼
食
を
と
り
、
更
に
近
江
八

幡
ま
で
移
動
し
て
、
古
い
町

並
み
を
二
班
に
分
か
れ
て
散

策
し
ま
し
た
。
事
前
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
に
よ
る
案

内
を
依
頼
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
近
江
商
人
の
暮
ら
し
ぶ

り
や
町
の
歴
史
な
ど
が
良
く

分
か
り
ま
し
た
。
神
戸
に
は

十
九
時
過
ぎ
に
到
着
を
し
、

無
事
に
研
修
旅
行
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
た
次
第
で
す
。

　

今
回
の
研
修
旅
行
で
の
経

験
を
糧
に
、
管
内
各
寺
院
が

開
導
聖
人
ご
生
誕
二
百
年
ご

正
当
の
ご
奉
公
を
無
事
に
成

就
で
き
ま
す
こ
と
を
祈
念
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

参
加
者
は
教
務
三
師
、
会

員
三
十
八
名
の
計
四
十
一
名

で
し
た
。�

（
川
手
信
興
記
）

　

昨
年
十
一
月
二
十
三
日
、

神
戸
布
教
区
壮
年
会
は
研
修

旅
行
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

例
年
は
管
内
寺
院
を
会
場
に

行
事
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

佛
立
開
花
運
動
も
大
詰
め
を

迎
え
、
開
導
聖
人
所
縁
の
お

寺
に
お
参
詣
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
、
一
層
の
意
識
付
け
を

図
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し

て
、
由
緒
寺
院
で
あ
る
大
津

佛
立
寺
へ
の
研
修
旅
行
を
計

画
い
た
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
朝
九
時
に
チ
サ
ン

ホ
テ
ル
前
で
集
合
を
し
、
バ

ス
一
台
を
借
り
て
出
発
。
ほ

ぼ
予
定
通
り
に
佛
立
寺
へ
到

着
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

既
に
本
堂
で
は
小
野
山
日
住

御
住
職
を
始
め
、
ご
信
者
の

方
々
が
待
ち
看
経
を
し
て
下

さ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

せ
っ
か
く
お
参
詣
さ
せ
て

い
た
だ
く
な
ら
何
か
少
し
で

も
思
い
出
に
残
る
ご
奉
公
を

と
い
う
事
で
、
今
回
は
御
住

職
の
お
許
し
を
い
た
だ
き
、

佛
立
寺
の
開
花
運
動
推
進
円

成
の
祈
願
助
行
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
大
法
寺
・

青
木
日
斯
師
ご
唱
導
の
も
と
、

僅
か
な
時
間
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
壮
年
会
員
一
同
の
思

い
が
込
め
ら
れ
た
御
題
目
が

あ
が
り
、
本
堂
内
も
熱
気
に

包
ま
れ
ま
し
た
。

　

続
い
て
佛
立
寺
・
叶
丸
利

夫
局
長
の
ご
挨
拶
が
あ
り
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
「
久
遠
の
灯
火
」
の

鑑
賞
の
後
、
御
住
職
よ
り
お

寺
の
歴
史
を
詳
細
に
お
話
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

本
堂
の
前
に
立
つ
大
燈
篭

は
開
導
聖
人
御
自
ら
デ
ザ
イ

ン
を
さ
れ
、
林
甚
太
郎
さ
ん

の
ご
利
益
談
で
も
有
名
で
す

が
、
据
え
直
し
工
事
が
終
わ

っ
た
直
後
で
、
見
る
こ
と
が

で
き
て
良
か
っ
た
こ
と
。
本

堂
は
大
燈
篭
に
見
合
う
よ
う

な
も
の
を
、
と
い
う
事
で
昭

和
恐
慌
の
折
、
当
時
の
教
講

の
方
々
が
大
変
、
ご
苦
労
を

さ
れ
な
が
ら
建
立
し
た
こ
と

等
、
大
変
貴
重
な
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
本
堂
前
に
て
集

　

中
井
徳
兵
衛
さ
ん
は
天て

ん

保ぽ
う

元
年
（
一
八
三
〇
）

に
、
丹た

ん

波ば

柏か
い

原ば
ら

の
国
（
兵ひ

ょ
う

庫ご

県け
ん

丹た
ん

波ば

市し

柏か
い

原ば
ら

町ち
ょ
う

）

で
生
ま
れ
た
ん
だ
。
徳
兵
衛
さ
ん
が
本ほ

ん

門も
ん

佛
立
講

（
本
門
佛
立
宗し

ゅ
う

）
の
ご
信
者
と
な
っ
た
の
は
、
安あ

ん

政せ
い

四
年
（
一
八
五
七
）
の
佛
立
講
が
で
き
た
ば
か

り
の
頃
で
、
教
化
親
（
佛
立
講
の
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信

心
を
伝つ

た

え
て
く
れ
た
人
）
は
、
な
ん
と
開
導
聖
人

な
ん
だ
よ
。

　

開
導
聖
人
は
佛
立
講
が
で
き
た
頃
、
よ
く
大だ

い

仏ぶ
つ

殿で
ん

（
京き

ょ
う

都と

市し

東ひ
が
し

山や
ま

区く

の
方ほ

う

広こ
う

寺じ

。
通つ

う

称し
ょ
う

大
仏
殿
）

の
南
門
の
前
に
あ
っ
た
茶ち

ゃ

店み
せ

（
休き

ゅ
う

憩け
い

し
た
り
お
茶

や
お
菓か

子し

を
出だ

し
て
く
れ
る
飲い

ん

食し
ょ
く

店て
ん

）
に
食し

ょ
く

事じ

を

し
に
立た

ち
寄よ

ら
れ
て
い
た
ん
だ
。
田い

な
か舎
（
生
ま
れ

故こ

郷き
ょ
う

・
ふ
る
さ
と
）
か
ら
出
て
来
た
徳
兵
衛
さ
ん

は
そ
の
茶
店
で
働は

た
ら

い
て
い
た
ん
だ
よ
。

　

何な
ん

度ど

も
お
会
い
す
る
う
ち
に
徳
兵
衛
さ
ん
は
、

開
導
聖
人
の
立り

っ

派ぱ

な
お
人ひ

と

柄が
ら

や
御
題
目
の
ご
信
心

の
有あ

り

難が
た

さ
に
と
て
も
感か

ん

動ど
う

し
、
つ
い
に
佛
立
講
の

ご
信
者
に
な
る
こ
と
を
決け

っ

心し
ん

さ
れ
た
ん
だ
ね
。

　

三
十
歳さ

い

で
結け

っ

婚こ
ん

さ
れ
た
徳
兵
衛
さ
ん
は
、
と
て

も
世せ

話わ

好ず

き
な
人
な
ん
だ
。
特と

く

に
ご
信
心
の
こ
と

に
な
る
と
、
懇こ

ん

切せ
つ

丁て
い

寧ね
い

（
真ま

心ご
こ
ろ

が
こ
も
っ
て
い
て
、

細
か
い
所と

こ
ろ

ま
で
気き

配く
ば

り
が
で
き
る
）
に
、
男
女
の

区く

別べ
つ

な
く
一い

っ

生し
ょ
う

懸け
ん

命め
い

に
お
世
話
を
さ
れ
た
ん
だ
よ
。

　

同
じ
組
内
に
鈴す

ず

木き

サ
ト
さ
ん
と
い
う
女じ

ょ

性せ
い

の
ご

信
者
が
い
た
ん
だ
。
徳
兵
衛
さ
ん
は
こ
の
女
性
に

恋れ
ん

愛あ
い

感か
ん

情じ
ょ
う

（
相あ

い

手て

を
恋こ

い

し
い
と
思
う
気き

持も
ち

）
は
な

く
、
い
つ
も
の
よ
う
に
ご
信
者
と
し
て
親
切
に
世

話
を
し
て
あ
げ
て
い
た
ん
だ
。
で
も
、
周ま

わ

り
の
人

々
は
「
徳
兵
衛
さ
ん
は
奥お

く

さ
ん
が
い
る
の
に
、
あ

の
女
性
と
仲な

か

が
良よ

い
」
と
陰か

げ

口ぐ
ち

（
そ
の
人
の
い
な

い
所
で
悪わ

る

口く
ち

を
い
う
）
を
い
う
よ
う
に
な
っ
た
ん

だ
。

　

こ
の
話
（
陰
口
）
を
聞
か
れ
た
開
導
聖
人
も
心し

ん

配ぱ
い

さ
れ
て
、
徳
兵
衛
さ
ん
に
「
気
を
つ
け
な
さ
い

！
」
と
注ち

ゅ
う

意い

を
さ
れ
た
ん
だ
。
自
分
の
ご
奉
公
が

周
り
か
ら
勘か

ん

違ち
が

い
（
間ま

違ち
が

っ
て
思お

も

い
込こ

む
）
さ
れ
、

ま
た
開
導
聖
人
の
お
心
ま
で
も
悩な

や

ま
せ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
徳
兵
衛
さ
ん
は
深ふ

か

く
反は

ん

省せ
い

さ
れ
た
ん
だ
。

そ
し
て
二に

度ど

と
こ
の
よ
う
な
陰
口
を
い
わ
れ
な
い

よ
う
に
と
、
徳
兵
衛
さ
ん
は
自
分
の
オ
チ
ン
チ
ン

を
切
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。

　

驚お
ど
ろ

い
た
人
々
に
徳
兵
衛
さ
ん
は
「
気
が
お
か
し

く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
勘
違
い
さ
れ
て
大
切
な

ご
奉
公
が
で
き
な
く
な
る
の
が
と
て
も
悔く

や

し
い
の

だ
」
と
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
理り

由ゆ
う

を

き
ち
ん
と
話
し
た
ん
だ
。

　

こ
の
話
が
多
く
の
人
々
の
間
に
広
ま
る
と
、
陰

口
を
い
っ
た
人
た
ち
は
本
当
に
申も

う

し
訳わ

け

な
い
こ
と

を
し
た
と
、
涙な

み
だ

を
流な

が

し
て
お
懺ざ

ん

悔げ

（
改あ

ら
た

め
・
お
わ

び
す
る
）
を
し
た
ん
だ
。
以い

後ご

、
陰
口
を
い
う
人

は
い
な
く
な
り
徳
兵
衛
さ
ん
は
、
相
手
が
誰だ

れ

で
あ

ろ
う
と
遠え

ん

慮り
ょ

な
く
お
世
話
さ
せ
て
も
ら
れ
る
と
喜よ

ろ
こ

び
、
御
題
目
を
弘
め
る
ご
奉
公
に
ま
す
ま
す
励
ま

れ
る
ん
だ
。�
つ
づ
く

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
中
井
徳
兵
衛
さ
ん
は
開
導
聖
人
に

お
願
い
し
て
南
組
を
創
立
。
自
ら
講
元
と
な
る
。
写
真
は
南

組
創
立
の
時
に
開
導
聖
人
が
お
し
た
た
め
下
さ
っ
た
御
本
尊

（
本
成
寺
蔵
）

あ
る
事
件
が
起
こ
る
！
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な
か

い

と
く

べ

え

安政４年、気楽な茶人風の開導聖人から教化を受ける中井徳兵衛さん

徳兵衛さんの生まれた丹波・柏原藩は２万石の小さな
藩だったが、今でも城下町の街並みが残っている。写
真は現在の柏原駅前通り

諸国佛立講導師場處定の図　扇全2巻
457頁　★１は「南組」で「講元中徳」
とあるのは講元中井徳兵衛さんのこと

　

ご
開か

い

講こ
う

当と
う

初し
ょ

（
佛ぶ

つ

立り
ゅ
う

講こ
う

が
で
き
た
頃こ

ろ

）
の
開か

い

導ど
う

聖し
ょ
う

人に
ん

の
ご
活か

つ

躍や
く

は
、
熱ね

っ

心し
ん

な
ご
信し

ん

者じ
ゃ

方
の
協

き
ょ
う

力り
ょ
く

に
よ
っ
て
支さ

さ

え
ら
れ
て
き
た
ん
だ
。
前
回
の
奥お

く

野の

利り

兵へ

衛え

さ
ん
は
、

お
教

き
ょ
う

化け

、
ご
有ゆ

う

志し

、
勤き

ん

労ろ
う

奉ほ
う

仕し

の
ご
奉ほ

う

公こ
う

に
励は

げ

ま
れ
た

ご
信
者
だ
っ
た
ね
。
今
回
は
、
世せ

話わ

（
人
の
面め

ん

倒ど
う

を
み

る
）
好ず

き
で
、
多
く
の
人
々
に
ご
信し

ん

心じ
ん

を
弘ひ

ろ

め
た
中な

か

井い

徳と
く

兵べ

衛え

さ
ん
の
お
話
を
す
る
ね
。

80 100

壮
年
会
の
研
修
旅
行
を
開
催

由
縁
寺
院
の
大
津
佛
立
寺
で
学
ぶ

神
戸
布

11支

佛立寺本堂前でお住職方をお囲みして記念撮影

小野山御導師のお話を伺う


