
 
 

  

一
〇
月
二
二
日
に
光
福
寺
様
（
浜
松

市
中
区
南
浅
田
・
真
宗
高
田
派
）
で
は

「
本
堂
・
山
門 

落
成
慶
讃
法
会
」
が
盛

大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
台
風
の

接
近
に
よ
り
あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し

た
が
、
ず
っ
と
降
り
続
け
る
こ
と
は
な

く
多
く
の
檀
信
徒
の
方
が
お
祝
い
に
訪

れ
て
い
ま
し
た
。 

 

午
前
十
一
時
か
ら
は
稚
児
行
列
が
行

わ
れ
、
稚
児
の
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
約

八
〇
名
の
子
供
た
ち
が
、
両
親
に
付
き

添
わ
れ
書
院
か
ら
本
堂
を
ぐ
る
り
と
周

り
、
仏
様
に
こ
れ
か
ら
の
成
長
と
ご
守

護
を
祈
願
し
焼
香
し
て
無
事
に
終
了
し

ま
し
た
。「
稚
児
行
列
に
三
回
参
加
す
る

と
そ
の
子
は
将
来
幸
せ
に
な
る
」
と
い

う
言
い
伝
え
も
あ
り
ま
す
が
、
一
度
で

も
貴
重
な
体
験
が
で
き
参
加
し
た
子
供

た
ち
も
き
っ
と
い
い
思
い
出
に
な
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

そ
の
後
昼
食
時
間
中
に
は
、
旧
本
堂

の
解
体
か
ら
完
成
ま
で
を
定
点
カ
メ
ラ

で
撮
影
し
た
映
像
を
、
ご
住
職
自
ら
が

タ
イ
ム
ラ
プ
ス
映
像
に
編
集
さ
れ
た
工 

   

事
映
像
を
流
し
、
檀
信
徒
の
方
々
は
出
来
上
が

っ
て
い
く
本
堂
を
興
味
深
く
見
入
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
新
し
く
広
い
本
堂
に
感
激
さ
れ
て

い
ま
し
た
。 

             

午
後
一
時
三
十
分
に
優
雅
な
雅
楽
の
音
色

が
響
き
、
落
成
慶
讃
法
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺
の
宗
務
総
長
を
始
め

と
す
る
、
三
十
人
ほ
ど
の
僧
侶
に
よ
る
厳
か
で

重
厚
な
法
要
が
行
わ
れ
、
時
間
が
過
ぎ
る
の
を

忘
れ
る
ほ
ど
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

お
説
教
で
は
改
め
て
自
分
を
振
り
返
り
、
次
に

繋
げ
て
い
け
る
よ
う
な
き
っ
か
け
を
与
え
て
い

た
だ
き
、
心
の
あ
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
本
堂
が
檀
信
徒
の
皆

様
と
共
に
年
月
を
重
ね
て
い
く
こ
と
を
切
に
願

い
ま
し
た
。 

光
福
寺
様
と
は
平
成
二
二
年
の
鐘
楼
新
築

工
事
以
来
の
お
付
き
合
い
に
な
り
ま
す
。
今
回

の
本
堂
・
山
門
新
築
工
事
に
は
丸
三
年
の
月
日

が
か
か
り
、
弊
社
に
と
っ
て
も
大
き
な
工
事
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
光
福
寺
の
ご
住
職
、

建
設
委
員
の
方
々
そ
し
て
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、

こ
の
よ
う
に
大
き
な
工
事
を
ま
か
せ
て
い
た
だ

い
こ
と
に
お
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
と
共
に
、

今
後
と
も
い
い
お
付
き
合
い
が
で
き
る
よ
う
に

ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
心
が
け
ま
す
。 

            

心 ゆ た か に 
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ま
だ
ま
だ
残
暑
の
厳
し
い
九
月
の
初
旬
、
浜
松

市
天
竜
区
の
瑞
雲
院
様
（
曹
洞
宗
・
福
島
正
順
住

職
）
で
は
鐘
楼
堂
の
保
存
修
理
工
事
の
着
工
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
鐘
楼
堂
は
浜
松
市
の
指
定

有
形
文
化
財
で
、
昔
の
技
術
や
歴
史
の
詰
ま
っ
た

建
物
で
す
。
当
日
は
浜
松
市
の
文
化
財
担
当
の

方
々
と
工
事
管
理
を
行
う
静
岡
県
伝
統
建
築
技

術
協
会
の
方
も
参
列
し
、
ご
住
職
の
法
要
で
式
典

を
行
わ
れ
ま
し
た
。
弊
社
の
文
化
財
修
理
工
事
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
発
揮
し
、
平
成
三
一
年
三
月
の
完
成

を
目
指
し
ま
す
。 

 

            
磐
田
市
千
手
堂
の
千
手
寺
様
（
臨
済
宗
妙
心
寺

派
）
は
本
堂
の
老
朽
化
が
激
し
く
、
本
堂
の
建
て

替
え
の
計
画
が
以
前
か
ら
出
て
い
ま
し
た
。
こ
の

度
檀
家
さ
ん
の
念
願
が
か
な
い
、
弊
社
で
工
事
を

請
け
負
わ
せ
て
い
た
だ
く
事
に
な
り
、
一
〇
月
三

日
に
総
代
さ
ん
建
設
委
員
そ
し
て
檀
家
さ
ん
が

出
席
し
て
地
鎮
式
と
起
工
式
を
行
い
ま
し
た
。 

現
在
は
地
盤
改
良
工
事
も
終
わ
り
、
基
礎
工
事

を
進
め
て
い
ま
す
。
十
一
月
の
二
五
日
に
は
上
棟

式
を
予
定
し
て
お
り
、
大
工
の
墨
付
け
、
刻
み
が

順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。 

  

前
日
よ
り
降
っ
た
雨
が
や
み
青
空
が
広
が
っ

た
十
月
七
日
に
、
浜
松
市
西
区
の
保
泉
寺
様
（
臨

済
宗
・
妙
心
寺
派
）
で
護
摩
堂
の
地
鎮
式
と
起
工

式
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
住
職
と
副
住
職
に
よ
る
法

要
を
執
り
行
い
、
全
員
で
工
事
の
安
全
を
祈
願
し
、

つ
づ
い
て
起
工
式
で
は
総
代
さ
ん
が
鎌
入
れ
を
、

今
回
初
め
て
棟
梁
を
務
め
る
弊
社
の
大
工
・
武
田

が
鍬
入
れ
を
担
当
し
て
無
事
に
終
了
い
た
し
ま

し
た
。 

今
後
の
予
定
は
上
棟
式
を
来
年
の
一
月
に
行

い
、
今
の
工
程
は
現
寸
描
き
が
お
わ
り
墨
付
け
に

入
っ
て
い
ま
す
。 

 

鐘
楼
堂
保
存
修
理
工
事 

の
着
工
式 

念
願
か
な
い
本
堂
の
地
鎮
式 

  

護 

摩 

堂
の 

地 

鎮 

式 

素屋根をかけ屋根瓦を降ろし、これから 

解体工事に入ります。 

棟梁を務める武田大将は初めての棟梁で 

気合が入っています。 

地鎮式終了後は地盤改良工事を行

い、基礎工事になります。 



「
宗
教
法
制
研
究
会
」 

 
 

 
 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
一
〇
〇
回
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」 

 

宗
教
法
制
研
究
会
（
以
下
、
宗
法
研
）
と
は
、

愛
知
学
院
大
学
名
誉
教
授
の
善
家
幸
敏
先
生
が
代

表
世
話
人
を
務
め
、
大
学
人
、
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
、
僧
侶
、
宗
教
法
人
関
係
者
ら
を
会
員
と
し

て
、
寺
院
を
取
り
巻
く
様
々
の
法
律
問
題
に
つ
い

て
研
究
す
る
会
で
す
。
（
昭
和
五
五
年
四
月
発

足
） 宗

法
研
で
は
、
寺
院
で
の
起
こ
り
得
る
法
律

問
題
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を

書
物
に
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
「
事
例
式 

寺
院
・
墓
地
ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
手
引
」
（
新
日
本

法
規
出
版
）
の
出
版
記
念
と
併
せ
ま
し
て
、
宗
法

研
一
〇
〇
回
記
念
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が

行
な
わ
れ
ま
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
鈴
鹿

大
学
副
学
長
の
川
又
敏
則
先
生
か
ら
「
寺
院
消
滅

時
代
を
迎
え
て
～
不
活
動
法
人
の
現
状
と
対
策
」

の
基
調
講
演
と
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
、
宗
門
活
性

化
推
進
局
顧
問
の
久
司
宗
浩
先
生
と
、
日
蓮
宗
、

過
疎
地
域
寺
院
活
性
化
検
討
委
員
会
委
員
の
馬
場

竜
彦
先
生
の
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。
（
講
演
内
容

に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
に
ご
紹
介
致
し
ま
す
。
） 

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
、
弁
護
士
、
各

宗
派
の
不
活
動
法
人
や
、
過
疎
化
問
題
に
対
応
す

る
担
当
部
署
の
方
々
や
、
宗
教
関
係
者
な
ど
が
百

名
ほ
ど
参
加
さ
れ
ま
し
た
。
過
疎
化
に
よ
る
無
住

寺
院
や
、
兼
務
寺
院
の
増
加
、
ま
た
不
活
動
宗
教

法
人
の
増
加
、
ま
た
そ
の
対
策
に
つ
い
て
の
講
演

で
し
た
が
、
出
席
者
の
数
か
ら
し
ま
し
て
も
、
関

心
の
高
い
講
演
内
容
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

昨
今
で
は
、
民
間
業
者
が
葬
儀
や
法
事
の
お

布
施
を
定
額
化
し
、
登
録
僧
侶
を
派
遣
す
る
と
い

う
様
に
、
商
売
と
し
て
業
界
参
入
し
、
つ
い
に
は

戒
名
の
定
額
化
を
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し

て
始
め
た
業
者
も
あ
り
、
宗
教
界
も
よ
り
一
層
厳

し
い
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
現
状
で
す
が
、
そ
ん

な
現
代
の
寺
院
運
営
に
明
る
い
将
来
が
見
い
だ
せ

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

「
基
調
講
演
」 

「
人
口
減
少
社
会
と
寺
院
」
の
著
書
で
も
知

ら
れ
る
、
川
又
敏
則
先
生
の
講
演
で
は
、
各
宗
派

の
宗
勢
調
査
報
告
書
を
基
に
、
現
状
の
報
告
が
あ

り
ま
し
た
。
収
入
が
三
百
万
円
未
満
の
ご
寺
院

は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
で
は
四
四
．
九
％
、
曹

洞
宗
で
は
、
四
一
．
九
％
ほ
ど
あ
り
、
反
対
に
収

入
六
百
万
円
以
上
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）
は
、

三
六
．
四
％
、
収
入
八
百
万
円
超
（
曹
洞
宗
）

は
、
二
四
．
九
％
と
な
っ
て
お
り
、
寺
院
格
差
も

顕
著
化
し
て
き
て
お
り
、
低
収
入
寺
院
で
は
、
将

来
の
護
持
へ
の
消
極
的
見
解
が
あ
り
、
個
別
的
課

題
が
あ
る
。
ま
た
僧
侶
数
が
減
少
し
て
き
て
お

り
、
兼
務
寺
院
も
全
体
で
二
～
三
割
あ
る
こ
と
か

ら
、
低
収
入
寺
院
の
世
襲
は
難
し
い
と
考
え
、
不

活
動
法
人
や
兼
務
寺
院
の
割
合
が
増
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
継
承
が
親
子
で
な
く
て
も
、
や
り

た
い
僧
侶
に
継
承
し
て
は
ど
う
か
と
の
事
。
ま
た

過
疎
地
域
で
は
、
檀
信
徒
だ
け
に
限
ら
ず
、
寺
院

を
支
え
る
人
た
ち
と
の
繋
が
り
を
大
事
に
し
て

は
。
と
の
事
で
し
た
。 

妙
心
寺
派
の
久
司
宗
浩
先
生
の
講
演
で
は
、

具
体
的
な
不
活
動
法
人
の
実
例
を
挙
げ
、
所
轄
庁

の
不
活
動
法
人
認
定
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
、
提

出
書
類
（
宗
教
法
人
備
付
書
類
の
提
出
）
の
重
要

性
の
話
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
不
活
動
法
人
が
不

正
行
為
の
温
床
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
任
意
解
散
を
し

た
場
合
に
お
い
て
、
残
余
財
産
の
帰
属
先
を
寺
院

規
則
な
ど
に
よ
り
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
の

事
。 日

蓮
宗
の
馬
場
竜
彦
先
生
の
講
演
で
は
、
過

疎
地
の
寺
院
と
し
て
、
長
崎
管
区
と
島
根
管
区
で

試
験
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
支
援
員
制
度
に
つ
い

て
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
様
々
な
取
り
組
み
を

行
な
う
に
は
寺
院
だ
け
で
は
な
く
、
宗
派
、
檀
家

や
信
者
、
地
域
を
巻
き
込
ん
だ
「
あ
き
ら
め
な

い
」
地
道
な
布
教
活
動
が
必
要
で
あ
る
と
報
告
さ

れ
ま
し
た
。 

個
別
の
成
功
事
例
を
聞
い
て
も
、
あ
の
寺
院

だ
か
ら
出
来
た
と
か
、
何
か
し
ら
恵
ま
れ
て
い
る

か
ら
出
来
た
と
悲
観
す
る
の
で
は
な
く
、
個
々
の

寺
院
に
よ
っ
て
環
境
は
異
な
っ
て
も
、
出
来
る
事

を
あ
き
ら
め
ず
に
行
う
こ
と
が
、
生
き
残
っ
て
い

く
為
の
近
道
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 



 

先
日
ラ
ジ
オ
で
と
ろ
ろ
汁
が
有
名
な
静
岡

市
丸
子
の
丁
字
屋
で
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ

ィ
ン
グ
（
不
特
定
多
数
の
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
人
や
組
織
に
財
源
の
提
供
や
協
力
な

ど
を
行
う
こ
と
。
）
で
茅
葺
き
屋
根
の
葺
き
替

え
費
用
を
集
め
た
こ
と
を
聞
き
、
ま
だ
行
っ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
早
速 

行
っ
て
お

い
し
い
と
ろ
ろ
汁
を
い
た
だ
い
て
き
ま
し
た
。

行
っ
て
み
る
と
歌
川
広
重
の
東
海
道
五
三
次

の
浮
世
絵
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
茅
葺
き

の
お
店
が
あ
り
ま
し
た
。
行
っ
た
日
は
雨
模

様
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
客
さ
ん
は
切
れ
間

な
く
訪
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

と
い
う
こ
と
で
今
回
は
東
海
道
五
三
次
に

つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
東
海
道
五
三
次

は
関
ヶ
原
の
戦
い
で
徳
川
家
康
が
勝
っ
た
翌

年
の
慶
長
六
年
に
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
東

西
交
通
の
幹
線
道
路
だ
っ
た
東
海
道
に
「
宿

駅
伝
馬
制
度
」
を
敷
き
、
幕
府
が
「
御
伝
馬
之

定
」
を
交
付
し
た
こ
と
で
誕
生
し
ま
し
た
。
東

の
起
点
は
江
戸
の
日
本
橋
、
西
の
起
点
は
京

都
の
三
条
大
橋
に
な
り
ま
す
。
こ
の
定
め
は

東
海
道
沿
い
に
宿
場
を
設
け
、
幕
府
の
公
用

を
こ
な
す
た
め
に
人
や
馬
を
集
め
て
お
き
、

公
用
の
書
状
や
荷
物
を
宿
場
ご
と
に
交
替
し

て
リ
レ
ー
の
よ
う
に
運
ぶ
も
の
で
す
。
そ
し

て
江
戸
と
京
都
間
の
宿
場
は
発
展
し
東
海
道

沿
い
の
旅
籠
は
三
千
軒
に
も
な
っ
た
と
記
録

さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
七
里
の
渡
し
が
あ
っ

た
宮
宿
（
熱
田
宿
・
名
古
屋
市
）
に
は
二
四
七

件
も
の
旅
籠
が
あ
り
日
本
一
大
き
な
宿
場
町

で
し
た
。
じ
つ
は
東
海
道
は
五
三
次
で
は
な

く
、
大
阪
ま
で
の
五
七
次
だ
っ
た
と
史
料
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
人
々
は
西
の
起

点
の
三
条
大
橋
か
ら
先
に
行
こ
う
と
せ
ず
、

五
七
次
は
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

三
条
大
橋
は
豊
臣
秀
吉
の
時
代
に
「
三
条

河
原
」
と
呼
ば
れ
た
処
刑
場
が
よ
く
見
え
た

そ
う
で
す
。
こ
の
三
条
河
原
で
文
禄
三
年
、
石

川
五
右
衛
門
が
「
釜
茹
で
の
刑
」
に
な
り
、
文

禄
四
年
、
豊
臣
秀
次
が
さ
ら
し
首
に
さ
れ
、
そ

の
首
の
前
で
妻
子
侍
女
な
ど
三
九
人
が
処
刑

さ
れ
川
が
血
で
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
慶
長
五
年
、
石
田
三

成
が
六
条
河
原
で
処
刑
さ
れ
た
後
、
こ
こ
で

さ
ら
し
首
に
さ
れ
ま
し
た
。
時
代
は
違
い
ま

す
が
、
幕
末
に
新
選
組
の
近
藤
勇
の
さ
ら
し

首
も
こ
こ
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な

所
が
み
え
る
三
条
大
橋
を
江
戸
時
代
の
人
々

は
喜
ん
で
渡
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
三
条
大
橋
を
え
ら

ん
だ
の
か
。
最
後
の
宿
場
の
大
津
か
ら
京
都

に
入
る
に
は
五
条
大
橋
の
方
が
便
利
で
す
。

五
条
大
橋
も
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
三
条
大
橋

と
同
時
期
に
整
備
さ
れ
て
お
り
清
水
寺
の
参

拝
道
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

現
在
も
国
道
一
号
線
は
五
条
大
橋
を
通
っ
て

大
阪
に
至
っ
て
い
ま
す
。
三
条
大
橋
に
来
れ

ば
、
嫌
で
も
残
忍
な
処
刑
を
思
い
出
す
人
も

い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
家
康
が
秀
吉
の
悪
い

イ
メ
ー
ジ
を
刷
り
込
む
た
め
の
作
戦
で
は
な

い
か
と
い
う
人
も
い
ま
す
。 

静
岡
県
内
に
も
東
の
三
島
宿
か
ら
西
の
白

須
賀
宿
ま
で
二
二
の
宿
場
が
あ
り
、
所
々
に

宇
津
ノ
谷
峠
な
ど
昔
の
面
影
が
残
る
東
海
道

が
あ
り
、
昔
の
人
の
苦
労
を
思
い
な
が
ら
歩

く
の
も
い
い
で
す
ね
。 

         

西
の
起
点
の
三
条
大
橋
に
は
弥
次
さ
ん
喜

多
さ
ん
の
像
が
あ
り
ま
す
。 

知って得する 東海道五十三次の話 


