
 
 

 

 

磐
田
市
の
全
海
寺
様
（
曹
洞
宗
・
西
垣

邦
彦
住
職
）
で
は
四
月
三
〇
日
に
本
堂

の
上
棟
式
を
行
い
ま
し
た
。
建
て
方
の

作
業
は
四
月
七
日
の
土
台
据
付
の
工
事

か
ら
始
ま
り
、
約
三
週
間
か
け
て
の
建

て
方
作
業
に
、
職
人
た
ち
も
気
を
引
き

締
め
て
臨
ん
で
い
ま
し
た
。
佐
野
棟
梁

の
的
確
な
指
示
の
元
順
調
に
建
て
方
作

業
が
進
み
、
無
事
に
上
棟
式
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

   

こ
の
時
期
は
仕
事
が
し
や
す
い
気
候
の
上
、

建
て
方
中
の
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
当
日
も
快
晴

の
空
の
も
と
で
上
棟
式
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
午
後
三
時
か
ら
の
上
棟
式
は
ご
住
職
の

法
要
か
ら
始
ま
り
、
檀
家
の
皆
様
、
職
人
一
同

工
事
の
無
事
を
願
い
焼
香
い
た
し
ま
し
た
。
次

に
弊
社
の
棟
梁
に
よ
る
曳
き
綱
の
儀
、
槌
打
ち

の
儀
・
鳴
弦
式
・
散
米
の
儀
を
執
り
行
い
、
最

後
に
餅
投
げ
を
し
て
無
事
に
上
棟
式
が
終
了
い

た
し
ま
し
た
。 

              

 

全
海
寺
様
で
は
以
前
か
ら
、
古
い
本
堂
は
老

朽
化
が
激
し
く
、
東
海
地
震
に
は
耐
え
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
本
堂
の
建
築
を
検
討
し
て

い
ま
し
た
。
本
堂
建
築
工
事
は
決
定
す
る
前
か

ら
総
代
さ
ん
や
・
建
設
委
員
の
方
が
熱
心
に
打

ち
合
わ
せ
に
参
加
し
て
、
数
社
か
ら
見
積
も
り

を
と
り
弊
社
を
選
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
全

海
寺
様
と
は
平
成
八
年
の
書
院
・
庫
裡
の
新
築

工
事
以
来
の
お
付
き
合
い
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
今
回
の
本
堂
の
新
築
工
事
も
ご
用
命
い

た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
来
年
六
月

の
完
成
に
向
け
、
安
全
第
一
に
進
め
て
ま
い
り

ま
す
。 
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淡
路
島
の
鬼
板
師
の
鬼
忠
さ
ん

よ
り
竹
林
寺
様
の
現
場
へ
鬼
瓦
が

入
り
ま
し
た
。
昨
年
の
一
〇
月
に
淡

路
島
へ
出
向
き
、
寄
付
し
て
頂
い
た

檀
家
さ
ん
の
名
入
れ
を
し
て
き
た

も
の
で
す
。
鬼
忠
さ
ん
は
芸
術
大
学

を
卒
業
後
鬼
板
師
に
な
り
、
個
性
的

で
魅
力
の
あ
る
鬼
面
を
製
作
し
て

い
ま
す
。
写
真
は
唐
破
風
向
拝
の
鬼

瓦
の
取
り
付
け
の
様
子
で
、
こ
れ
で

屋
根
工
事
が
終
了
し
ま
し
た 

              

 

鬼
瓦
は
シ
リ
ア
の
パ
ル
ミ
ラ
遺

跡
の
入
口
の
上
に
厄
除
け
と
し
て
、

飾
ら
れ
て
い
た
メ
ド
ゥ
ー
サ
が
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国
に
伝
わ

り
、
日
本
で
は
奈
良
時
代
に
全
国
に

広
が
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

そ
し
て
左
の
写
真
は
棟
瓦
の
「
ツ

イ
ジ
葺
き
」
と
い
う
技
法
で
す
。「
ツ

イ
ジ
葺
き
」
は
反
っ
た
屋
根
の
ラ
イ

ン
が
き
れ
い
に
見
え
、
大
棟
な
ど
高

く
積
み
上
げ
る
熨
斗
瓦
を
重
く
見

せ
な
い
、
視
覚
的
特
徴
も
あ
り
ま
す
。 

弊
社
施
工
の
本
堂
の
棟
瓦
は
「
ツ
イ

ジ
葺
き
」
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

             

  

浜
松
市
入
野
町
の
龍
雲
寺
様
の
大

庫
裡
再
建
工
事
、
建
物
名
称
「
涅
槃

堂
」
で
も
大
棟
の
鬼
瓦
の
施
工
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の

大
本
山
で
あ
る
妙
心
寺
仏
殿
の
鬼

瓦
を
モ
チ
ー
フ
に
、
建
物
の
つ
く
り

や
サ
イ
ズ
、
龍
雲
寺
様
ら
し
さ
を
盛

り
込
ん
だ
鬼
面
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
「
阿
」
「
吽
」
両
鬼
瓦
に
は

建
立
記
念
と
し
て
の
文
字
を
揮
毫

し
て
あ
り
ま
す
。
迫
力
の
あ
る
鬼
瓦

の
取
付
の
様
子
を
、
お
寺
の
方
や
檀

家
さ
ん
も
興
味
津
々
に
見
上
げ
て

い
ま
し
た
。 

龍
雲
寺
様
の
屋
根
工
事
も
無
事

に
終
わ
り
、
現
在
は
外
部
の
漆
喰
工

事
を
左
官
職
人
が
行
っ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
和
室
も
減
り
左
官
職
人

の
仕
事
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
龍
雲
寺
様
は
漆
喰
面
が
大
き
い

の
で
左
官
屋
さ
ん
も
張
り
切
っ
て

い
ま
す
。 

大
工
工
事
は
大
広
間
の
天
井
が

終
わ
り
、
長
押
の
取
付
に
か
か
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
工
事
は
続
き

ま
す
が
完
成
す
る
の
が
と
て
も
楽

し
み
で
す
。 

               

竹
林
寺
様
屋
根
工
事 

 
 

 

龍
雲
寺
様
で
も
鬼
瓦 

ツ
イ
ジ
葺
き
と
は
熨
斗
と
熨
斗
の

間
に
ス
キ
マ
が
あ
る
工
法
で
す 



「
供
養
ビ
ジ
ネ
ス
」 

 
 

 
 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
お
坊
さ
ん
便
の
未
来
」 

四
月
は
、
企
業
に
新
し
い
社
員
が
入
社
し
、
学
生

は
新
年
度
を
迎
え
、
宗
教
界
で
も
会
計
年
度
が
三

月
末
締
の
場
合
、
新
し
い
年
度
の
始
ま
り
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
ん
な
中
、
以
前
お
伝
え
致
し
ま
し
た

「
お
坊
さ
ん
便
」
と
い
う
法
事
な
ど
に
僧
侶
派
遣

の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
、
「
株
式
会
社
み
ん
れ

び
」
が
、
総
額
一
〇
億
円
の
資
金
調
達
を
実
施
し

た
と
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。 

こ
の
み
ん
れ
び
は
、
ネ
ッ
ト
通
販
大
手
の 

ア
マ
ゾ
ン
に
僧
侶
派
遣
を
商
品
と
し
て
出
品
し
た

会
社
で
す
。
（
詳
し
く
は
「
心
ゆ
た
か
に
一
二
一

号
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

こ
の
資
金
調
達
は
、
葬
儀
に
関
す
る
情
報
の

少
な
さ
、
宗
教
界
の
Ｉ
Ｔ
化
の
遅
れ
、
宗
教
心
の

希
薄
化
な
ど
を
要
因
と
し
た
旧
態
依
然
と
し
た
葬

儀
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て
、
葬
儀
ベ
ン
チ
ャ
ー
と
し

て
の
事
業
拡
大
を
お
こ
な
う
為
の
資
金
調
達
の
よ

う
で
す
。
東
京
で
は
、
菩
提
寺
を
持
た
な
い
世
帯

が
六
～
七
割
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

う
い
っ
た
、
初
め
て
葬
儀
を
依
頼
す
る
世
帯
を
タ

ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
葬
儀
受
注
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

一
昔
前
、
ま
た
は
地
域
に
よ
っ
て
は
、
家
族
の

誰
か
が
亡
く
な
れ
ば
、
菩
提
寺
か
親
族
の
年
長
者

に
相
談
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
し
た
。
し
か
し
、

Ｉ
Ｔ
化
（
情
報
化
社
会
）
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い

て
は
、
先
ず
「
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
る
」
と
い
っ
た

方
が
、
大
多
数
な
の
が
現
実
で
す
。
ま
た
残
念
な

が
ら
、
ネ
ッ
ト
の
情
報
が
必
ず
し
も
正
し
く
無
い

の
も
事
実
で
す
。
皆
さ
ん
の
お
寺
で
も
、
お
布
施

な
ど
に
つ
い
て
事
前
に
調
べ
て
、
ネ
ッ
ト
の
情
報

を
鵜
呑
み
に
さ
れ
る
お
檀
家
さ
ん
は
お
り
ま
せ
ん

か
？
「
う
ち
の
お
寺
に
限
っ
て
は
そ
ん
な
事
は
な

い
」
と
言
わ
れ
る
ご
寺
院
は
、
寺
檀
関
係
が
良
好

な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
引
き
続
き
良
好
な
寺
檀
関

係
を
維
持
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

葬
儀
、
及
び
周
辺
市
場
と
合
わ
せ
ま
す
と
、

四
兆
円
の
市
場
規
模
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
な
か
で
お
布
施
な
ど
の
寺
院
の
宗
教
活
動
に

対
す
る
金
額
は
、
二
割
も
満
た
な
い
と
思
い
ま

す
。 し

か
し
間
違
い
な
く
こ
の
比
率
は
、
こ
の
先

少
な
く
な
っ
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
先

二
〇
四
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
死
亡
者
人
口
の
増
加
に

よ
り
、
市
場
規
模
は
拡
大
傾
向
に
あ
る
と
、
メ
モ

リ
ア
ル
関
連
産
業
は
見
込
ん
で
お
り
、
新
規
参
入

や
事
業
拡
大
を
目
指
し
て
い
く
と
推
測
で
き
ま

す
。
お
布
施
に
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
も
、
僧
侶

派
遣
と
い
う
形
で
、
一
般
企
業
の
参
入
が
現
実
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
は
、
宗
教

界
対
メ
モ
リ
ア
ル
関
連
産
業
と
の
せ
め
ぎ
合
い
は

避
け
て
は
通
れ
な
い
道
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
寺
院
と
し
て
は
、
資
金
力
や
慣
習
に
と
ら
わ
れ

な
い
こ
れ
ら
の
企
業
に
太
刀
打
ち
す
る
こ
と
は
、

並
大
抵
の
事
で
は
な
い
と
容
易
に
想
像
が
で
き
ま

す
。 ま

た
同
時
に
現
代
の
ニ
ー
ズ
に
マ
ッ
チ
で
き

て
い
な
い
宗
教
界
が
あ
る
こ
と
も
認
識
し
な
く
て

は
い
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
な
か
で

「
変
え
る
べ
き
事
」
と
、
「
変
え
る
べ
き
で
は
な

い
事
」
を
、
よ
く
見
極
め
る
事
が
重
要
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。 

「
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
」 

 

僧
侶
派
遣
と
い
う
形
で
、
お
布
施
に
関
わ
る
部

分
に
ま
で
、
一
般
企
業
が
関
わ
る
時
代
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
宗
教
行
為
に
関
わ
る
お
布
施

に
ま
で
営
利
企
業
が
関
わ
る
な
ど
、
も
っ
て
の
ほ

か
と
思
わ
れ
る
方
が
大
半
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、

「
お
坊
さ
ん
便
」
に
登
録
し
て
い
る
僧
侶
の
数
は

七
〇
〇
名
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
な
か
に
は
、
こ

う
い
っ
た
僧
侶
派
遣
の
サ
ー
ビ
ス
を
肯
定
的
に
捉

え
て
い
る
僧
侶
も
お
り
、
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ

ン
ス
と
捉
え
て
い
る
方
も
多
数
居
る
よ
う
で
す
。 

 

こ
の
現
象
は
、
一
昔
前
で
あ
れ
ば
、
業
界
内
で

異
質
と
思
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
利
用
す
る
消

費
者
の
方
々
に
は
、
時
代
の
変
化
と
共
に
致
し
方

な
い
と
認
識
を
持
た
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
し
か

し
一
方
で
、
ま
だ
ま
だ
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
担
保
出

来
て
い
な
い
と
の
声
が
散
見
さ
れ
ま
す
。 

 

金
額
あ
り
き
の
供
養
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
限
界
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 



日
本
固
有
の
食
文
化
を
支
え
て
き
た
の
は

麹
の
力
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

和
食
の
基
本
と
な
る
醤
油
や
味
噌
な
ど
の
調

味
料
は
麹
な
し
で
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
麹

（
糀
）
と
は
原
料
と
な
る
穀
物
（
米
・
麦
・
豆

な
ど
）
を
蒸
し
た
も
の
に
「
麹
菌
」
を
付
着
さ

せ
、
繁
殖
し
や
す
い
温
度
、
湿
度
な
ど
の
条
件

下
で
培
養
し
た
も
の
で
す
。
こ
う
じ
の
表
記

に
は
「
麹
」
と
「
糀
」
の
二
通
り
あ
り
ま
す
。

「
糀
」
は
日
本
で
明
治
期
に
作
ら
れ
た
国
字

で
、
米
に
コ
ウ
ジ
カ
ビ
が
「
花
が
咲
く
よ
う
に

生
え
る
様
子
」
か
ら
生
ま
れ
た
漢
字
で
す
。
も

う
一
方
の
「
麹
」
は
中
国
か
ら
来
た
漢
字
に
な

り
ま
す
。 

ま
た
麹
の
歴
史
は
古
く
中
国
で
は
紀
元
前

か
ら
使
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
人
々
の
生
活

と
深
い
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
日
本
で
は
奈
良
時
代
の
「
播
磨
国
風

土
記
」
に
「
乾
飯
が
ぬ
れ
て
カ
ビ
が
は
え
、
こ

れ
で
酒
を
造
っ
た
」
と
い
う
記
録
が
の
こ
っ

て
お
り
、
こ
れ
が
麹
の
使
用
の
起
源
と
し
て

最
も
有
力
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在

は
二
〇
〇
六
年
に
日
本
醸
造
学
会
は
麹
菌
を

「
わ
れ
わ
れ
の
先
達
が
古
来
大
切
に
育
み
、

使
っ
て
き
た
貴
重
な
財
産
」
だ
と
し
て
「
国
菌
」

に
認
定
し
ま
し
た
。 

麹
に
は
多
く
の
酵
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

酵
素
に
は
食
物
の
栄
養
を
分
解
し
て
消
化
・

吸
収
を
助
け
る
役
割
や
、
吸
収
さ
れ
た
栄
養

分
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
え
る
役
割
が
あ
り
ま

す
。
麹
に
含
ま
れ
る
酵
素
に
は
、
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
、

プ
ロ
テ
ア
ー
ゼ
、
リ
パ
ー
ゼ
、
ペ
ク
チ
ナ
ー
ゼ

な
ど
そ
の
数
は
三
〇
種
類
以
上
と
言
わ
れ
て

お
り
、
ま
さ
に
麹
は
酵
素
の
宝
庫
で
す
。
女
性

に
と
っ
て
嬉
し
い
成
分
で
あ
る
ビ
タ
ミ
ン
類

を
生
成
す
る
働
き
や
、
消
化
の
サ
ポ
ー
ト
を

す
る
働
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
美
容
健
康
面
で

も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
年
前
に
塩
麹
に

つ
け
る
と
肉
が
柔
ら
か
く
な
る
、
ま
た
ふ
っ

く
ら
ジ
ュ
ー
シ
ー
に
な
る
な
ど
と
流
行
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
も
酵
素
の
働
き
に
よ
る
も
の

で
す
。
塩
麹
は
生
で
摂
取
す
る
の
も
い
い
よ

う
な
の
で
、
サ
ラ
ダ
の
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
に
使

っ
た
り
、
ま
た
浅
漬
け
も
い
い
よ
う
で
す
。 

そ
し
て
今
女
性
の
注
目
を
集
め
て
い
る
の

が
甘
酒
で
す
。
甘
酒
に
は
二
種
類
あ
り
酒
粕

を
水
で
溶
い
て
作
り
砂
糖
が
加
え
ら
れ
て
い

る
も
の
と
、
米
麹
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
米
麹
か
ら
作
ら
れ
た

甘
酒
の
効
能
を
紹
介
し
ま
す
。
甘
酒
に
は
ビ

タ
ミ
ン
ｂ
１
．
ｂ
２
．
ｂ
６
・
葉
酸
・
オ
リ
ゴ

糖
・
食
物
繊
維
・
ア
ミ
ノ
酸
・
コ
ウ
ジ
酸
・
ブ

ド
ウ
糖
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
栄
養

成
分
は
点
滴
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
す
。
そ
の

た
め
甘
酒
は
「
飲
む
点
滴
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
す
。
オ
リ
ゴ
糖
と
食
物
繊
維
に
は
便

秘
解
消
の
効
果
、
ビ
タ
ミ
ン
ｂ
群
と
コ
ウ
ジ

酸
に
は
肌
を
白
く
す
る
美
肌
効
果
に
加
え
、

脂
肪
を
燃
や
す
効
果
が
あ
り
ま
す
。
で
も
甘

酒
に
含
ま
れ
る
ブ
ド
ウ
糖
は
カ
ロ
リ
ー
が
高

い
の
で
飲
み
過
ぎ
に
は
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

ま
た
豆
乳+

甘
酒
、
甘
酒+

バ
ナ
ナ
の
組
み
合

わ
せ
て
飲
む
と
よ
り
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。 

 

甘
酒
は 

冬
に
神
社 

な
ど
で
飲 

む
と
い
う 

方
が
多
い 

と
思
い
ま 

す
が
、 

江
戸
時
代 

に
は
夏
バ
テ 

防
止
の
栄
養 

ド
リ
ン
ク
と
し
て
飲
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。

天
秤
棒
を
か
つ
い
で
甘
酒
を
売
り
歩
く
姿
は
、

夏
の
風
物
詩
だ
っ
た
い
う
ほ
ど
で
、
俳
句
の

季
語
を
調
べ
る
と
甘
酒
は
夏
の
季
語
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

発
酵
食
の
力
が
見
直
さ
れ
る
今
、
冷
た
い

甘
酒
と
一
緒
に
、
こ
れ
か
ら
く
る
暑
い
夏
を

乗
り
越
え
た
い
も
の
で
す
。 

知って得する 麹の話 


