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さ
ん

十
数
年
前
に
両
親
の
骨
拾
い
を
経
験
し
た
。
日
本
の
火
葬
技

術
は
優
秀
で
、
大
体
の
骨
位
置
を
保
持
し
た
ま
ま
取
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
火
葬
場
の
職
員
が
手
慣
れ
た
作
法
で
喉
仏
を
取

出
し
骨
の
部
位
を
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
た
。
私
自
身
は
遺
骨

に
は
あ
ま
り
関
心
が
な
い
が
、
間
違
い
な
く
人
の
最
後
は
こ
う

な
る
の
だ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
て
い
る
感
覚
が
あ
っ
た
。

ど
う
し
よ
う
も
な
い
断
絶
の
中
で
、
残
さ
れ
た
者
は
、
儒
教

の
魂
魄
思
想
の
影
響
か
、
無
意
識
の
う
ち
に
遺
骨
を
故
人
の
魂

の
依
代
と
み
る
深
層
心
理
が
顕
現
す
る
。
こ
の
性
向
を
利
用
し

て
偽
宗
教
行
為
が
存
在
す
る
の
も
確
か
だ
。

一
方
、
焼
骨
と
な
っ
た
遺
骨
は
単
な
る
物
質
だ
と
割
り
切

れ
な
い
の
も
確
か
だ
。
生
き
て
い
る
こ
ち
ら
に
愛
着
が
有
る

限
り
、
無
機
の
物
体
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
。
い
ま
ま
で
目
の

前
に
い
た
愛
し
い
人
の
残
影
が
ち
ら
つ
き
、
そ
の
変
貌
の
過

「
お
骨
納
め
」
に
想
う

本
徳
寺　

大
谷
昭
仁

し
か
の
供
養
を
布
施
し
て
け
じ
め
を
付
け
た
い
と
い
う
こ
と

か
。
極
端
な
場
合
は
、
電
車
の
荷
台
に
残
し
た
り
、
お
寺
に

無
断
で
放
置
す
る
こ
と
も
有
る
よ
う
だ
。

多
く
の
人
々
は
遺
骨
を
し
ば
ら
く
手
元
に
置
い
て
お
く
が
、

邪
魔
と
は
い
わ
な
い
が
、
つ
い
つ
い
粗
末
に
扱
う
こ
と
に
な

る
た
め
、
だ
ん
だ
ん
と
負
担
感
が
出
て
く
る
。
戦
後
「
家
」

の
解
体
が
進
み
、
核
家
族
化
し
て
く
る
と
お
墓
も
仏
壇
も
な

い
た
め
、
遺
骨
の
処
理
は
切
実
な
も
の
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
、
本
山
・
本
願
寺
で
は
昔

か
ら
大
谷
本
廟
を
も
う
け
、
総
墓
納
骨
の
便
宜
を
は
か
っ
て

き
た
。
最
近
で
は
、
個
別
の
納
骨
壇
も
経
済
合
理
性
の
観
点

か
ら
、
お
墓
の
代
わ
り
に
利
用
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。

本
徳
寺
で
も
本
山
の
本
廟
整
備
と
同
時
期
に
西
山
廟
所
を

開
設
し
、
有
縁
の
寺
院
や
門
徒
が
納
骨
す
る
様
に
な
っ
た
。

現
在
も
本
坊
と
廟
所
で
納
骨
式
を
執
行
し
て
い
る
。
本
坊
で

は
播
州
一
円
か
ら
の
納
骨
依
頼
が
多
く
、
廟
所
で
は
近
傍
の

在
住
者
が
過
半
を
占
め
る
。
近
年
の
総
納
骨
件
数
は
年
間

一
六
〇
〜
一
七
〇
件
で
推
移
し
て
い
る
が
、
前
年
度
が
コ
ロ

ナ
の
関
係
で
少
な
か
っ
た
た
め
二
〇
二
一
年
度
は
、
一
八
〇

件
（
本
坊
扱
い
一
一
五
件
・
廟
所
扱
い
六
五
件
）
と
多
か
っ
た
。

納
骨
の
総
件
数
は
以
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
明
ら

か
に
墓
じ
ま
い
に
伴
う
納
骨
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

少
子
化
に
よ
る
家
の
継
承
問
題
、
社
会
人
口
の
移
動
、
子
孫

へ
の
負
担
回
避
が
関
係
し
て
い
る
。

本
来
、
骨
事
業
は
お
寺
の
業
務
の
ご
く
一
部
で
し
か
な
い

が
、
最
近
は
墓
じ
ま
い
や
後
継
者
不
在
が
要
因
で
、
ど
こ
の

お
寺
で
も
遺
骨
が
押
し
寄
せ
て
お
り
、
そ
の
対
応
に
追
わ
れ

て
い
る
の
が
実
情
だ
。

本
徳
寺
も
そ
の
渦
中
に
あ
る
。
今
回
は
紙
面
を
借
り
て
、

本
徳
寺
の
納
骨
の
経
緯
と
展
望
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

激
さ
に
驚
き
、
自
分
も
行
き
着
く
と
こ
ろ
こ
う
な
る
の
か
と
、

生
死
の
無
常
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

昔
は
こ
の
現
実
を
機
縁
に
、
自
ら
の
生
・
老
・
病
・
死
を
自

覚
し
、
い
の
ち
の
新
し
い
再
考
に
目
覚
め
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
、
死
が
隠
さ
れ
火
葬
が
機
械
化
さ
れ
た
現
代
で
は
こ
ん

な
仏
縁
は
め
っ
に
合
う
こ
と
は
な
い
。

遺
骨
の
加
工
が
流
行
り
始
め
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
遺
骨

を
造
形
物
に
し
た
り
炭
素
成
分
を
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
し
て
指

輪
に
し
た
り
、
常
に
身
に
つ
け
て
お
け
る
ペ
ン
ダ
ン
ト
形
態
を

嗜
好
す
る
よ
う
だ
。
他
界
の
後
も
、
自
分
に
都
合
の
良
い
関
係

を
保
ち
た
い
の
か
、
あ
る
い
は
効
験
あ
る
お
守
り
や
厄
払
い
に

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
遺
骨
を
日
常
生
活
で
都
合
の
よ
い
ア
イ
テ

ム
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
化
す
る
感
覚
は
い
か
が
な
も
の
か
。

愛
着
の
裏
側
は
嫌
悪
で
あ
る
。
生
前
疎
遠
で
あ
っ
た
親
族
は

骨
揚
げ
直
後
に
、
は
や
く
も
遺
骨
を
封
印
す
る
処
理
に
動
く
。

お
墓
を
は
じ
め
寺
院
や
公
共
の
納
骨
所
に
入
れ
て
、
な
に
が

本徳寺・亀山本坊での納骨式
遺骨は内陣全面中央の卓台に
安置され昔からの納骨作法に
よって一座の教法が厳修される。



御坊さん

真
宗
の
遺
骨
の
扱
い
は
、
基
本
的
に
は
宗
祖
親
鸞
聖
人
の

お
考
え
を
踏
ま
え
て
納
骨
さ
れ
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
「
娑

婆
も
の
は
娑
婆
に
還
す
」
と
言
う
こ
と
だ
。
そ
の
根
拠
は
、

聖
人
の
御
晩
年
、
常
随
の
お
弟
子
さ
ん
が
、
聖
人
の
荼
毘
の

後
の
処
理
を
お
伺
い
な
っ
た
と
こ
ろ
、「
我
が
な
き
が
ら
は
鴨

川
の
魚
に
喰
わ
せ
よ
」
と
の
仰
せ
が
常
々
で
あ
っ
た
と
、
覚

如
上
人
の
改
邪
鈔
に
見
聞
で
き
る
。

誰
し
も
、
老
・
病
・
死
を
体
験
す
る
が
、
真
宗
仏
教
で
は
、

厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
（
信
心
の
智
慧
に
よ
り
迷
い
の
娑
婆

を
捨
て
、
浄
土
の
悟
り
に
至
る
）
を
宗
旨
と
し
て
い
る
。

身
体
は
娑
婆
の
も
の
だ
か
ら
浄
土
に
持
っ
て
行
く
も
の
で

は
な
い
。
逝
く
と
き
に
は
、
娑
婆
で
の
地
位
・
名
誉
・
財
産
・

人
間
関
係
・
思
想
・
信
条
全
て
を
置
い
て
逝
く
も
の
だ
。
身

体
も
全
て
捨
て
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
荼
毘
に
附
さ
れ
た

白
骨
は
娑
婆
大
地
に
還
す
の
が
道
理
で
あ
る
。

従
っ
て
、
浄
土
真
宗
で
は
亡
骸
で
あ
る
遺
骨
に
は
手
を
合

わ
せ
な
い
、
先
人
が
旅
立
っ
た
浄
土
に
向
か
っ
て
、
手
を
合

わ
せ
る
の
が
残
さ
れ
た
遺
族
の
姿
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
近
親
の
遺
骨
を
そ
こ
か
し
こ
に
ば
ら
ま
く

こ
と
は
出
来
き
ぬ
由
、
し
ば
ら
く
は
お
寺
の
納
骨
堂
や
お
墓

の
納
骨
室
に
収
納
し
て
、
年
月
を
か
け
て
土
に
返
す
の
が
し

き
た
り
と
な
っ
て
い
る
。

浄
土
真
宗
の
納
骨
文
化

さ
て
、
本
徳
寺
へ
の
納
骨
の
歴
史
は
古
く
、
一
六
八
一
年

に
第
八
代
・
寂
圓
連
枝
に
よ
っ
て
本
徳
寺
歴
代
の
墓
所
と
し

て
廟
所
が
開
設
さ
れ
た
。
廟
所
の
形
態
は
参
拝
す
る
た
め
の

廟
堂
と
遺
骨
を
捨
骨
す
る
墳
墓
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
阿

弥
陀
仏
を
御
安
置
し
て
あ
る
廟
堂
が
参
り
墓
、
骨
を
収
納
し

た
墓
を
捨
て
墓
と
言
う
。
そ
の
呼
び
名
か
ら
推
測
で
き
る
よ

う
に
、
お
墓
参
り
で
手
を
合
わ
す
の
は
廟
堂
な
の
だ
。

廟
所
の
開
設
以
来
、
廟
堂
を
中
心
に
本
徳
寺
の
有
縁
末
寺

の
墳
墓
が
営
ま
れ
て
来
た
。
そ
の
後
、
江
戸
中
期
、
元
禄
あ

た
り
か
ら
、
本
徳
寺
末
寺
の
有
力
檀
徒
が
一
党
の
墳
墓
を
営

む
よ
う
に
な
る
。
江
戸
期
を
通
し
て
、
納
骨
者
の
範
囲
は
徐
々

に
広
ま
り
、
近
郷
の
真
宗
門
徒
の
納
骨
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

一
方
、
亀
山
本
坊
の
ほ
う
で
は
、
江
戸
の
末
期
か
ら
明
治

に
か
け
て
、
少
数
で
は
あ
る
が
納
骨
が
始
ま
り
、
本
堂
内
陣

で
納
骨
式
を
し
、
遺
骨
は
一
時
、
寺
内
に
保
管
さ
れ
、
最
終

的
に
は
廟
堂
の
総
墓
に
埋
葬
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

本
徳
寺
納
骨
の
歴
史
的
経
緯

伝
統
的
習
慣
は
今
も
続
け
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
播
州
一

円
か
ら
の
納
骨
も
多
く
、
年
間
に
百
件
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。

廟
所
の
納
骨
堂
は
旧
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
焼
失
、

一
九
三
一
年
に
、
平
野
亀
之
助
氏
の
発
願
に
よ
っ
て
、
本
格

的
な
名
号
塔
式
の
総
墓
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
の
納
骨
堂
の
完

成
以
後
、
近
傍
の
真
宗
門
徒
が
京
都
本
願
寺
に
分
骨
す
る
代

わ
り
に
こ
こ
に
納
骨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
坊
納
骨
の
遺
骨
も
最
後
は
こ
こ
に
葬
ら
れ
る
。
本
徳
寺

で
の
納
骨
作
法
は
本
願
寺
と
同
様
の
作
法
で
行
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

戦
中
戦
後
を
通
し
て
、
本
坊
へ
の
納
骨
受
入
れ
の
増
加
に

伴
い
、
一
時
的
な
遺
骨
の
安
置
場
所
と
し
て
本
堂
裏
な
ど
の

既
存
の
施
設
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。

折
り
し
も
、
一
九
八
二
年
に
、
篤
信
の
門
徒
・
竹
内
キ
ヌ

エ
氏
が
発
意
し
て
、
勝
如
上
人
か
ら
頂
い
た
本
尊
名
号
の
安

置
所
と
し
て
、
今
の
浄
華
堂
が
建
立
さ
れ
た
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
こ
こ
が
遺
骨
の
一
時
置
き
場
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

本
徳
寺
で
管
理
す
る
遺
骨
の
ご
安
置
に
は
、
廟
所
墓
地
に

お
け
る
個
別
墓
納
骨
と
総
墓
納
骨
が
あ
り
、
納
骨
式
は
亀
山

本
坊
と
廟
所
の
二
箇
所
で
執
行
で
き
る゚
本
坊
納
骨
で
は
納
骨

堂
で
一
時
安
置
し
、
最
終
的
に
は
廟
所
の
総
墓
（
名
号
塔
式

納
骨
）
で
土
に
返
す
。

古
来
、
本
徳
寺
で
は
、
家
の
墓
地
を
持
ち
墓
石
の
下
部
に
納

骨
室
を
も
う
け
て
遺
骨
を
安
置
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
始
ま
っ
た
大
家
族
制
か
ら
核
家
族
制
へ
の

移
行
に
と
も
な
っ
て
、
墓
地
の
不
足
が
顕
在
化
し
、
本
徳
寺
で

も
廟
所
墓
地
に
新
規
の
墓
地
を
造
成
し
て
対
応
し
て
き
た
。

し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
代
に
な
る
と
、
墓
地
の
維
持
管
理
、

相
続
者
へ
の
負
担
を
考
え
て
墓
石
の
建
立
を
躊
躇
さ
れ
る
方

が
多
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
他
、
家
の
相
続
が
困
難
に
な
っ

た
り
、
住
居
地
の
移
転
な
ど
で
既
存
の
墓
地
が
不
用
と
な
る

た
め
、
今
ま
で
お
使
い
の
お
墓
を
改
葬
さ
れ
る
方
が
増
え
て

き
た
。
ま
た
、
新
宅
で
本
家
の
墓
に
納
骨
が
難
し
く
、
新
た

本
徳
寺
納
骨
の
現
状

平野亀之助氏によって建立された本徳
寺廟所の総墓。納骨塔にには親鸞聖人
の六字名号が刻まれ、この中に遺骨が
収納されている。

　播州一円の真宗門徒に用意された納骨塔・1931 年
建立。四方吹き抜けの拝殿があり、納骨をされた方が
本願の名号に対して、お焼香をして、帰依の念を顕す
場。墓参の季節にはお香の煙が途切れることがない。
中央には大谷尊由連枝による「倶会一処」の扁額がか
けられており、その意味は、お念仏の功徳により、信
心の智慧を頂いた往生人が真実の浄土に生まれ、そこ
で、阿弥陀仏の教化によって必ず同じ悟りを得ること
を言う。決して、遺骨が集って一緒に出会う処と言う
意味ではありません。（本徳寺廟所）



御坊さん
に
建
墓
す
る
か
し
な
い
か
を
決
め
か
ね
て
い
た
り
、
墓
じ
ま

い
で
取
り
出
さ
れ
た
遺
骨
や
遺
品
の
処
理
に
つ
い
て
、
お
困

り
の
方
が
多
く
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
々
の
多
く
は
、

遺
骨
を
自
宅
に
安
置
す
る
床
の
間
や
仏
壇
も
な
い
為
、
世
話

に
な
っ
て
い
る
お
寺
に
相
談
し
て
、
一
時
的
に
あ
ず
か
っ
て

貰
う
と
言
っ
た
状
況
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
門
信
徒
の
要
求
に
対
応
す
る
た
め
、
本
徳
寺

で
は
戦
前
か
ら
の
本
坊
へ
の
納
骨
形
態
を
踏
ま
え
て
、
寺
内

に
納
骨
安
置
所
を
設
置
し
、
そ
こ
に
一
時
的
に
遺
骨
を
ご
安

置
し
管
理
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、

将
来
、
新
し
い
個
別
墓
地
に
納
骨
す
る
に
せ
よ
、
合
葬
墓
に

納
骨
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
最
終
的
に
は
本
徳

寺
廟
所
の
名
号
塔
総
墓
に
納
骨
す
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
は
、
こ
こ
に
本
坊
納
骨
の
遺
骨
を
お
納
め
し
て
、
最

終
的
に
は
廟
所
で
土
に
返
す
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
尚
、
本

坊
の
仮
置
き
の
遺
骨
と
廟
所
の
無
縁
墓
の
改
葬
遺
骨
の
収
納

場
と
し
て
、
一
九
九
一
年
に
吉
田
吉
松
氏
の
懇
念
に
よ
っ
て

大
型
の
新
名
号
塔
が
建
立
さ
れ
、
将
来
に
至
る
納
骨
の
持
続

性
を
確
保
し
て
い
る
。

さ
て
、
浄
華
堂
は
当
初
勝
如
上
人
の
真
筆
六
字
名
号
を
ご

安
置
す
る
た
め
に
お
経
堂
の
横
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
は
玉
手
出
身
の
篤
信
家
・
竹
内
キ
ヌ
エ
氏
が
本

浄
華
堂
建
立
の
趣
意
と
そ
の
経
緯

た
ぐ
い
は
施
設
内
の
仮
安
置
所
に
収
納
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
維
持
管
理
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
解
決
す
る
た
め
、
勝
如
上
人
と
施
主
キ

ヌ
エ
氏
と
の
承
諾
を
得
て
、
浄
華
堂
を
こ
れ
ら
の
一
時
的
な

安
置
所
と
し
て
便
宜
的
に
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
以
前
か
ら
続
い
て
い
た
門
信
徒
か
ら
の
法
名

や
本
尊
の
奉
納
を
は
じ
め
、
本
山
納
骨
の
一
時
的
安
置
所
と

し
て
、
今
も
有
縁
門
徒
の
利
用
が
盛
ん
で
あ
る
。

普
段
は
表
の
扉
は
施
錠
さ
れ
て
い
る
が
、
行
事
な
ど
の
参

拝
の
多
い
と
き
に
は
解
錠
さ
れ
、
お
焼
香
の
香
煙
が
絶
え
な

い
。最

近
は
、
廟
所
の
墓
じ
ま
い
や
一
代
限
り
の
遺
骨
の
一
時

的
安
置
所
と
し
て
、
ま
た
仏
壇
じ
ま
い
に
よ
る
使
わ
れ
な
く

な
っ
た
本
尊
類
の
安
置
場
し
て
利
用
の
頻
度
が
高
ま
っ
て
い

る
。毎

年
、
八
月
の
燈
篭
会
に
は
こ
の
浄
華
堂
で
盛
大
な
仏
供

養
が
修
業
さ
れ
て
い
る
。

願
寺
勝
如
上
人
と
の
交
信
を
深
め
る
な
か
で
、
地
元
の
本
徳

寺
の
由
緒
を
知
り
、
上
人
か
ら
拝
受
し
た
名
号
の
ご
安
置
堂

を
本
徳
寺
境
内
に
建
て
た
い
旨
を
当
時
の
住
職
・
大
谷
昭
世

連
枝
に
懇
願
し
た
。

連
枝
は
そ
の
意
を
尊
重
し
、
安
置
堂
の
名
称
を
勝
如
上
人

に
内
願
し
て
、
浄
華
堂
と
命
名
し
て
頂
き
、
そ
の
真
筆
を
お

堂
の
正
面
に
上
程
す
る
こ
と
に
し
た
。

設
計
は
建
築
家
で
も
あ
る
法
恩
寺
・
真
能
義
見
住
職
に
一

任
、
独
特
の
屋
根
の
行
基
葺
き
の
瓦
屋
根
は
、
人
間
国
宝
で

あ
る
地
元
の
瓦
師
・
小
林
平
一
氏
の
無
償
協
力
を
経
て
、
二

年
の
歳
月
を
か
け
て
建
設
さ
れ
た
。

一
九
八
〇
年
十
一
月
に
起
工
式
を
執
り
行
い
、
翌
年
六
月

二
十
日
に
は
上
棟
式
が
実
施
さ
れ
た
。
落
慶
法
要
は
、
勝
如

上
人
の
御
親
修
に
よ
り
執
り
行
わ
れ
、
上
人
に
よ
っ
て
命
名

さ
れ
た
扁
額
「
浄
華
堂
」
が
掲
げ
ら
れ
、
内
陣
中
央
に
は
上

人
御
染
筆
の
ご
本
尊
が
安
置
さ
れ
た
。
な
お
、
浄
華
の
由
来

は
キ
ヌ
エ
氏
の
法
名
で
あ
る
。

本
徳
寺
は
以
前
か
ら
播
州
各
地
の
門
徒
か
ら
古
く
な
っ
た

本
尊
類
の
奉
納
が
続
い
て
い
た
。
ま
た
明
治
期
よ
り
播
州
一

円
の
真
宗
門
徒
が
本
山
納
骨
に
倣
っ
て
本
徳
寺
で
納
骨
式
を

修
業
す
る
習
わ
し
が
あ
っ
た
。
最
終
的
に
は
廟
所
総
墓
に
埋

葬
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
奉
納
さ
れ
た
遺
骨
や
法
物
の

有徳門徒の懇念によって建立された勝如上人直
筆の六字名号を御安置する浄華堂。
戦前から営まれた播州一円からの納骨の収納所
としても利用されている。

浄華堂内部の様子
中央に勝如上人の名号が中央に御安置さ
れ、背後には、東播・西播の本願寺派寺院の
門徒が納めた遺骨、古い本尊や法号が奉納さ
れている。年に一度は盛大な供養法要が修業
される。

1991 年に吉田組会長・吉田吉松氏の
発願により建立された総納骨所である。
廟所の駐車場から直接お参りが出来
るため便利である。六字名号は本徳寺
代 18世・教明院昭世連枝の直筆




