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第
一
面
で
も
ご
案
内
の
ご

と
く
、
た
だ
今
は
『
宗
門
総

回
向
料
』
奉
納
ご
奉
公
を
お

勧
め
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
本
年
は
、
阪
神
淡
路

大
震
災
の
第
二
十
三
回
忌
、

東
日
本
大
震
災
の
第
七
回
忌
、

熊
本
地
震
の
第
一
周
忌
に
当

た
り
ま
す
。
ご
回
向
い
た
だ

く
方
々
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
記

入
い
た
だ
か
な
く
て
も
済
む

よ
う
奉
納
袋
に
印
刷
し
て
お

り
、
上
欄
に
印
を
入
れ
て
い

た
だ
け
ば
結
構
な
よ
う
に
し

て
お
り
ま
す
。

　

年
に
一
度
の
こ
の
良
き
機

会
に
、
ご
先
祖
並
び
に
有
縁

の
方
々
、
そ
し
て
震
災
殉
難

者
諸
精
霊
の
ご
回
向
を
願
い
、

あ
わ
せ
て
宗
門
浄
財
奉
納
の

功
徳
を
積
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
ょ
う
。

　

去
る
四
月
十
三
日
、
第
二

十
六
世
講
有
日
良
上
人
は
、

札
幌
・
信
廣
寺
に
あ
る
第
十

七
世
講
有
日
養
上
人
の
御
墓

所
に
お
参
詣
さ
れ
ま
し
た
。

御
導
師
・
姫
井
日
覚
師
、
御

住
職
・
石
岡
正
則
師
を
は
じ

め
と
す
る
信
廣
寺
教
講
は
、

御
講
有
上
人
を
お
迎
え
し
、

と
も
に
お
看
経
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

お
看
経
後
、
御
講
有
上
人

は
、「
昨
年
七
月
の
晋
山
式

後
、
歴
代
の
御
講
有
上
人
に

奉
告
・
言
上
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
第

十
七
世
講
有
日
養
上
人
の
御

墓
所
に
ご
挨
拶
の
た
め
参
り

ま
し
た
。

　

本
年
は
開
導
聖
人
ご
生
誕

二
百
年
御
正
当
の
年
で
す
。

こ
の
慶
讃
ご
奉
公
は
本
年
十

一
月
末
ま
で
進
め
ら
れ
ま
す
。

誓
願
を
達
成
し
、
一
人
一
人

の
ご
信
者
が
ご
利
益
を
感
得

し
、
開
導
聖
人
に
お
慶
び
い

た
だ
け
ま
す
よ
う
異
体
同
心

の
ご
奉
公
を
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
」
と
ご
挨

拶
さ
れ
ま
し
た
。

　

初し
ょ

代だ
い

・
御
牧
卯
兵
衛
さ
ん
は
、
近お

う
み
の
く
に

江
国
（
滋し

賀が

県け
ん

）
の
大お

お

津つ

追お
い

分わ
け

と
い
う
所と

こ
ろ

で
米こ

め

問ど
ん

屋や

の
商し

ょ
う

売ば
い

を

し
て
い
た
ん
だ
よ
。
妻つ

ま

の
た
け
と
の
間
に
一
男
三

女
の
子
ど
も
が
い
た
ん
だ
。

　

長
女
の
マ
ン
は
、
大
津
追
分
で
酒し

ゅ

造ぞ
う

業ぎ
ょ
う

（
お
酒さ

け

造づ
く

り
）
の
小お

野の

山や
ま

勘か
ん

兵べ

衛え

さ
ん
（
平へ

い

成せ
い

二
十
七
年

十
月
号ご

う

の
「
開
導
日に

っ

扇せ
ん

聖
人
物も

の

語が
た
り

」
を
読
ん
で
み

て
ね
）
と
結け

っ

婚こ
ん

し
て
、
二
男
二
女
の
子
ど
も
を
も

う
け
る
ん
だ
。

　

長
男
（
二
代
目
・
卯
兵
衛
）
に
は
、
妻
の
イ
ホ

と
の
間
に
二
男
一
女
が
生
ま
れ
た
ん
だ
よ
。
二
代

目
・
卯
兵
衛
さ
ん
の
長
男
の
虎と

ら

之の

助す
け

は
、
開
導
聖

人
の
お
弟で

子し

と
な
っ
て
「
現げ

ん

喜き

」
と
名
前
を
付つ

け

て
い
た
だ
い
た
ん
だ
。
の
ち
の
第だ

い

二に

世せ

講こ
う

有ゆ
う

・
日に

ち

聞も
ん

上し
ょ
う

人に
ん

の
こ
と
な
ん
だ
ね
。
長
女
の
リ
エ
は
、
第

五
世
日に

っ

風ぷ
う

上
人
の
奥お

く

さ
ん
に
な
る
ん
だ
。
そ
し
て

次じ

男な
ん

の
伝で

ん

之の

助す
け

の
息む

す

子こ

（
現げ

ん

斯し

）
は
、
野の

原は
ら

家け

（
第

三
世
日に

ち

隨ず
い

上
人
の
家
）
の
養よ

う

子し

（
血ち

の
つ
な
が
り

は
な
い
が
自
分
の
子
と
す
る
）
と
な
っ
た
野
原
日に

っ

海か
い

上
人
（
誕た

ん

生じ
ょ
う

寺じ

・
第
二
世
住じ

ゅ
う

職し
ょ
く

）
な
ん
だ
よ
。

　

次じ

女じ
ょ

の
エ
イ
は
、
ご
信し

ん

者じ
ゃ

の
水み

ず

分わ
け

吉き
ち

兵べ

衛え

さ
ん

と
結
婚
。
三
女
の
タ
ツ
は
、
木き

の

下し
た

要よ
う

助す
け

さ
ん
に
嫁と

つ

ぐ
（
よ
め
に
行
く
）
ん
だ
ね
。
だ
け
ど
、
卯
兵
衛

（
二
代
目
）
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
そ
の
長
男
の
虎

之
助
が
出
家
得と

く

度ど

（
僧
に
な
る
こ
と
）
し
て
い
た

の
で
、
木
下
要
助
夫ふ

妻さ
い

が
御
牧
家
に
入
り
、
要
助

さ
ん
が
三
代
目
の
「
卯
兵
衛
」
の
名
前
を
継つ

ぐ
こ

と
に
な
っ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
三
代
目
・
卯
兵
衛
さ
ん
に
は
、
十
三
人
の

子
ど
も
が
あ
っ
て
、
長
男
の
太た

一い
ち

郎ろ
う

は
「
現げ

ん

隨ず
い

」

と
開
導
聖
人
か
ら
名
前
を
付
け
て
も
ら
い
出
家
得

度
、
の
ち
の
第
四
世
日に

ち

教き
ょ
う

上
人
だ
ね
。

　

左
の
関
係
図
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
御
講

有
に
な
ら
れ
た
方
だ
け
で
も
、
第
二
世
日
聞
上
人
、

第
四
世
日
教
上
人
、
第
五
世
日
風
上
人
、
第
十
一

世
日に

っ

颯さ
つ

上
人
、
第
十
二
世
日に

ち

宥ゆ
う

上
人
、
第
十
九
世

日に
ち

裔え
い

上
人
、
第
二
十
一
世
日に

ち

勤ご
ん

上
人
と
七
名
の
御

講
有
上
人
が
お
ら
れ
、
ほ
か
に
も
野
原
日
海
上
人

は
じ
め
、
佛
立
講
の
発は

っ

展て
ん

（
盛さ

か

ん
に
な
り
栄さ

か

え
る
）

の
た
め
に
活か

つ

躍や
く

（
大
い
に
活か

つ

動ど
う

す
る
）
さ
れ
た
お

教き
ょ
う

務む

方
が
、
た
く
さ
ん
出
て
い
る
ん
だ
ね
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
、
佛
立
講
の
始
め
か
ら
現げ

ん

代だ
い

ま

で
続つ

づ

く
強つ

よ

い
ご
信
心
の
も
と
（
基き

礎そ

、
土
台
）
を

き
づ
か
れ
た
二
代
目
・
卯
兵
衛
さ
ん
は
、
本
当
に

凄す
ご

い
ご
信
者
さ
ん
だ
っ
た
ん
だ
ね
。

　

続
い
て
、
納
骨
堂
に
て
、

第
十
七
世
講
有
日
養
上
人
に
、

開
導
聖
人
よ
り
遺
嘱
伝
承
せ

ら
れ
る
第
二
十
六
世
の
講
有

位
を
継
承
さ
れ
た
こ
と
を
ご

奉
告
・
言
上
さ
れ
ま
し
た
。

御 

牧 

卯 

兵 

衛 

①

み

ま
き

う

へ

え

　

開か
い

導ど
う

聖し
ょ
う

人に
ん

の
ご
生せ

い

前ぜ
ん

中ち
ゅ
う

（
生い

き
て
い
た
と
き
）、
ま

た
ご
遷せ

ん

化げ

（
位く

ら
い

の
高
い
僧そ

う

が
亡な

く
な
る
）
後ご

も
、
佛ぶ

つ

立り
ゅ
う

講こ
う

を
支さ

さ

え
て
ご
奉ほ

う

公こ
う

に
励は

げ

ま
れ
た
御み

牧ま
き

家け

。
一い

ち

族ぞ
く

一い
っ

統と
う

を
盛も

り
立た

て
、
御お

題だ
い

目も
く

の
ご
信し

ん

心じ
ん

が
弘ひ

ろ

ま
る
よ
う
に
と

励
ま
れ
、
そ
の
一
族
の
ご
信
心
の
始は

じ

め
と
な
っ
た
の
が
、

二
代だ

い

目
・
御
牧
卯う

兵へ

衛え

さ
ん
な
ん
だ
よ
。
今
回
は
、
二

代
目
・
卯
兵
衛
さ
ん
か
ら
、
多
く
の
御ご

講こ
う

有ゆ
う

（
佛
立
宗

の
最
高
位
の
僧
）
が
生う

ま
れ
た
お
話
を
す
る
ね
。

17
世
日
養
上
人
御
墓
所
へ

講
有
上
人
が
参
詣
ご
挨
拶

８支
信廣寺 志

篤
く
宗
門
総
回
向
料
奉
納
を
！

震
災
殉
難
者
諸
精
霊
の
ご
回
向
も納骨堂で日養上人に講有位継承をご奉告

挨拶される講有上人

吉
三
郎

伝
之
助

ヒ

　ロ

弥
三
郎

新
兵
衛

イ

　ヨ

リ

　エ
（
第
五
世
日
風
上
人
ご
内
室
）

マ

　ン

小
野
山
勘
兵
衛

エ

　イ
（
水
分
吉
兵
衛
の
妻
）

木
下
要
助

三
代
目
卯
兵
衛

四
代
目
卯
兵
衛

二
代
目

初　代

御牧卯兵衛

現
斯

野
原
日
海
上
人

タ

　ツ

イ

　ホ

卯
兵
衛

虎
之
助

清
勤

太
一
郎

清
教

清
純

清
曄

御牧卯兵衛さんと歴代御講有の関係図

日風上人
第五世

日聞上人
第二世

日颯上人
第十一世

日勤上人
第二十一世

日裔上人
第十九世

野
原
家
へ
養
子
に

日教上人
第四世

日宥上人
第十二世


