
御坊さん

「
御
坊
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
お
寺
が
姫
路
に
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
亀
山
本
徳
寺
、
一
つ
は
船
場
本
徳
寺
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
前
身
を
英
賀
本
徳
寺
に
持
ち
、江
戸
初
期
に
東
西
に
分
か
れ
、

播
州
の
真
宗
拠
点
と
し
て
張
り
合
っ
て
い
た
。
戦
後
は
、
両
院

と
も
至
っ
て
静
か
で
は
あ
る
が
、
心
な
し
か
元
気
が
な
い
。

し
か
し
、地
元
の
フ
ァ
ン
は
意
外
に
多
い
。
先
日
、タ
ク
シ
ー

に
乗
っ
て
亀
山
の
本
徳
寺
を
告
げ
る
と
、「
御
坊
さ
ん
」
の
ど

の
辺
で
す
か
？
と
聞
か
れ
、「
御
坊
さ
ん
は
小
さ
い
と
き
に
、

ば
あ
さ
ん
に
よ
く
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
も
ん
で
す
。
説
教

は
よ
う
わ
か
ら
ん
か
っ
た
が
、
お
御
堂
の
広
い
縁
で
座
っ
と
る

と
、
心
の
底
か
ら
落
ち
着
く
ん
で
す
わ
」
と
、
か
っ
て
に
話
し

か
け
て
く
る
。
事
わ
け
を
言
う
と
、「
そ
う
い
え
ば
本
徳
寺
と

言
う
ん
で
す
ね
」。
地
元
の
人
は
、「
御
坊
さ
ん
」
は
身
体
で
分

か
る
が
、「
○
○
派
本
徳
寺
」
は
頭
で
理
解
す
る
ら
し
い
。

昔
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
娯
楽
も
少
な
く
、
神
社
や
お
寺
の
催

し
が
唯
一
の
賑
を
見
せ
て
い
た
。
本
徳
寺
も
戦
前
ま
で
は
彼
岸

と
も
な
れ
ば
、
門
前
に
露
店
が
建
ち
並
び
山
陽
電
鉄
が
臨
時
列

車
を
出
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。戦
後
に
な
っ
て
門
前
の
総
会
所（
説

教
所
）
や
お
講
屋
（
門
徒
宿
泊
所
）
は
と
り
こ
わ
さ
れ
た
が
、

行
事
と
も
な
れ
ば
龍
野
や
加
古
川
、
宍
粟
あ
た
り
か
ら
同
行
が

群
参
し
、
泊
ま
り
が
け
で
行
事
に
参
加
し
、
説
教
に
聞
き
入
っ

た
と
聞
か
さ
れ
た
。
本
堂
で
法
要
が
勤
ま
り
、
終
わ
る
と
門
外

の
総
会
所
で
説
教
が
始
ま
る
。
交
互
に
大
門
を
大
勢
の
門
信
徒

が
行
き
来
す
る
た
め
、
我
先
に
と
押
し
倒
さ
れ
て
怪
我
人
が
出

た
と
古
老
か
ら
聞
か
さ
れ
た
。
今
で
は
想
像
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。

戦
後
、日
本
社
会
は
激
変
し
た
。
大
門
前
の
説
教
所（
総
会
所
）

は
飾
磨
の
救
鱗
寺
に
移
さ
れ
、
本
堂
と
し
て
現
在
も
使
わ
れ
て

い
る
。
門
徒
宿
泊
所
は
お
講
屋
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
播
州
各

所
の
世
話
人
が
出
向
し
て
講
の
同
行
の
宿
泊
の
便
宜
を
図
っ
て

い
た
。
今
で
も
寺
内
の
蔵
に
は
、
お
講
屋
で
使
わ
れ
て
い
た
講

の
提
灯
が
残
っ
て
い
る
。
戦
後
し
ば
ら
く
は
戦
災
で
焼
け
出
さ

れ
た
住
居
者
が
い
た
が
、
今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
に
取
り
壊
さ

れ
、
現
在
で
は
門
信
徒
の
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
。
少
子
高
齢

化
の
波
は
容
赦
な
く
地
方
に
襲
い
か
か
る
。
境
内
で
常
に
聞
か

れ
た
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
声
も
無
く
な
っ
た
。
つ
わ
も
の
ど
も

が
夢
の
跡
で
あ
る
。

　

本
徳
寺
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読
み
解
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
徳
寺
住
持　

大
谷
昭
仁

「
御
坊
」
と
は

最
近
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
軍
師
官
兵
衛
」
の
番
組
製
作
の
担
当
者
か
ら
、

英
賀
本
徳
寺
の
こ
と
で
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。「
英
賀
御
坊
」

と
「
英
賀
御
堂
」
の
呼
称
の
違
い
を
問
わ
れ
た
。
知
っ
て
い
る

こ
と
は
答
え
た
が
、「
御
坊
」
と
い
う
用
語
の
歴
史
的
根
拠
を
た

ず
ね
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
際
、「
御
坊
」
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
て
や
ろ
う
と
思
い
、

と
り
あ
え
ず
『
真
宗
大
辞
典
』
を
紐
解
く
。
例
に
よ
っ
て
多
様

な
事
例
を
列
挙
す
る
ば
か
り
で
ほ
と
ん
ど
要
領
を
得
な
い
。
自

分
な
り
に
あ
れ
こ
れ
考
え
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
。

最
初
は
「
稲
田
の
御
坊
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、

後
に
は
「
大
阪
の
御
坊
」
の
よ
う
な
使
わ
れ
方
を
す
る
よ
う
に

な
る
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、「
坊
」
は
本
来
僧
侶
の
住
ま
い
を
意

味
し
、
そ
の
「
坊
」
の
主
、
つ
ま
り
居
住
の
僧
を
「
坊
主
」
と

呼
び
、
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
た
り
、
蓮
如
上
人
で
あ
っ
た
り
す
る
。

し
か
る
に
、「
御
坊
」
と
は
「
坊
」
の
尊
称
で
、
や
は
り
そ
こ
に

住
ま
う
高
徳
の
僧
と
が
一
体
に
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
っ
た
。

こ
れ
が
近
世
に
か
け
て
そ
の
意
味
づ
け
が
厳
密
に
な
っ
て
来

る
。
ど
ん
な
組
織
で
も
大
き
く
な
る
と
、
組
織
の
秩
序
統
制
が

必
要
と
な
る
。
本
山
・
別
院
か
ら
中
本
寺
・
小
本
寺
そ
し
て
末

亀山御坊本徳寺・本堂
この建物は寛政 4年（1772）頃、西本願寺で阿弥陀堂の北に建て
られた。その後、幕末には新撰組の屯所として使用されるなどし
たが、本徳寺の新築本堂が 1868 年に焼失したため、1873 年に急
遽亀山に移築されたものである。　　　　　　　　県指定文化財

寺
に
到
る
ま
で
正
確
に
そ
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
決
め
ら
れ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
と
役
割
を
担
う
よ
う
な
っ
て
く
る
。
そ
の
よ

う
な
機
能
面
で
の
時
代
要
請
に
と
も
な
っ
て
「
御
坊
」
は
本
山

の
別
院
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る
寺
院
の
名
称
と
な
っ
て
定

着
し
て
く
る
よ
う
だ
。

実
史
上
、
中
世
英
賀
時
代
の
本
徳
寺
は
勅
許
院
家
の
ス
テ
イ

タ
ス
を
も
ち
本
願
寺
一
向
門
徒
の
拠
点
で
あ
っ
た
。
近
世
に
お

い
て
は
西
国
の
録
所
・
や
播
磨
国
の
中
本
寺
と
し
て
多
く
の
寺

内
寺
や
末
寺
を
抱
え
、
本
願
寺
宗
門
や
幕
府
の
寺
院
行
政
に
お

い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

明
治
な
る
と
、
近
代
国
家
の
中
央
集
権
化
に
連
動
し
て
本
末
・

檀
家
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
地
方
分
権
的
な
旧
宗
門
は
解
体
さ
れ

た
。
こ
の
時
、
本
徳
寺
は
別
格
別
院
と
な
り
、
播
磨
国
一
円
の

西
派
門
徒
の
崇
敬
寺
院
と
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
ブ
ラ
ン
ド
を
肌
で
感
じ
取
り
、
地
域

の
人
々
は
親
し
み
と
尊
崇
の
念
を
こ
め
て
本
徳
寺
を
「
御
坊
さ

ん
」
あ
る
い
は
「
亀
山
さ
ん
」
と
呼
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

亀山御坊本徳寺由来碑（門前の門信徒駐車場）
明治になって、1871 年に檀家制度が、1876 年には本末制度が解体された。
これに伴い播州の念仏組織は大きく動く。1905 年、別格別院制が制定
され、本徳寺は播磨国一円の真宗門徒を信徒として維持運営されること
になった。この石碑は裏面に蓮如上人以来の播州の念仏門の今に到る経
緯が簡潔に示されている。戦前の宗教団体法の下では、「真宗本願寺派」
であるが、戦後、「浄土真宗本願寺派」と変更された。


