
三
月
一
日
（
日
）
浜
松
市
中
区
南
浅
田

の
光
福
寺
様
（
今
橋
宣
麿
住
職 

真
宗
・

高
田
派
）
で
は
、
二
期
工
事
で
あ
る
本
堂

新
築
の
上
棟
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
し
た
が
、
た
く

さ
ん
の
檀
家
さ
ん
や
近
隣
の
方
々
が
集

ま
り
、
仮
本
堂
と
し
て
使
用
し
て
い
る

書
院
の
中
で
上
棟
式
法
要
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
お
祝
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

 

光
福
寺
様
の
本
堂
は
、
以
前
か
ら
老

朽
化
に
伴
う
傾
き
や
雨
漏
り
が
ひ
ど
く
、

地
震
が
騒
が
れ
る
今
日
に
お
い
て
は
、

不
安
要
素
の
多
い
状
況
で
皆
様
心
配
し

て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ご
住
職
や
総

代
の
方
々
の
強
い
思
い
に
よ
り
、
上
棟

を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
時
を
共
に
過
ご
し
て
ま
い
り
ま

し
た
の
で
、
上
棟
式
で
は
皆
様
の
喜
び

と
安
堵
感
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

弊
社
で
は
初
め
て
真
宗
の
本
堂
を
建 

 

 
築
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
本
堂
は
八
間

四
面
の
本
堂
本
体
に
、
両
脇
一
間
ず
つ
の
下
屋

に
は
畳
を
敷
い
た
広
縁
を
設
け
て
い
ま
す
。
内

陣
は
間
口
四
間×

奥
行
三
間
と
広
く
、
東
西
に

そ
れ
ぞ
れ
十
二
畳
の
余
間
。 

大
人
数
の
収
容
も

想
定
し
、
外
陣
七
四
帖
と
広
縁
一
四
帖
を
合
わ

せ
た
八
六
帖
の
大
座
敷
が
確
保
さ
れ
て
い
ま
す
。

内
陣
に
は
一
尺
の
丸
柱
（
吉
野
桧
）・
中
陣
は
欅

の
尺
二
寸
角
柱
を
、
そ
の
柱
を
つ
な
ぐ
欅
の
大

虹
梁
は
尺×

二
尺
の
長
さ
四
間
に
な
り
ま
す
。

屋
根
は
、
本
山
に
習
い
獅
子
口
の
鬼
瓦
と
淡
路

産
の
本
葺
き
瓦
を
使
用
し
、
荘
厳
な
本
堂
に
見

合
っ
た
仕
様
と
な
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
一
期
工
事
で
完
成
し
ま
し
た
唐
破
風

大
玄
関
、
書
院
新
築
と
合
わ
せ
、
後
世
を
見
据
え

た
伽
藍
整
備
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
檀
家
さ
ん

や
地
区
の
方
々
に
愛
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
数
百
年

と
い
う
歴
史
を
過
ご
す
建
物
に
、
天
峰
建
設
の

思
い
を
技
術
と
と
も
に
注
入
し
て
お
り
ま
す
。

完
成
は
平
成
二
八
年
六
月
を
予
定
し
て
お
り
、

安
全
に
注
意
し
な
が
ら
日
々
工
事
に
向
か
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

心 ゆ た か に 
発行 株式会社天峰建設 袋井市横井 115-3 

  TEL0538-43-6773 FAX0538-43-7250 

  ホームページ 天峰建設で検索を 

   E メール  tenpou@mail.wbs.ne.jp 第 117 号 発行日平成２７年５月１日 

光
福
寺
様
で
上
棟
式 

 
 

 
 

 
 

浜
松
市 

上 棟 式 の 様 子 

上棟の工事中 



「
領
収
証
と
印
紙
税
」 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
相
続
税
の
基
礎
控
除
減
額
」 

前
回
と
前
々
回
の
二
回
に
わ
た
っ
て
領
収
証
に

つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

の
領
収
証
は
ご
寺
院
側
が
金
銭
を
支
払
い
、
領
収
証

を
受
取
る
立
場
で
の
お
話
で
し
た
が
、
今
回
は
お
寺

が
発
行
す
る
領
収
証
（
金
銭
の
受
領
書
）
に
つ
い
て
、

書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
相
続
税
の
基
礎
控
除
減
額
」
と
「
領
収
証
」
が
、

一
見
関
係
性
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
今
後

「
領
収
証
」
の
発
行
を
お
願
い
す
る
お
檀
家
が
増
え

る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
事
に
つ
い
て
お
話
し
た
い

と
思
い
ま
す
。 

平
成
二
七
年
一
月
一
日
以
降
の
相
続
か
ら
、
相
続

税
の
基
礎
控
除
額
が
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

昨
年
一
二
月
末
ま
で 

 
 

五
〇
〇
〇
万
円 

×

（
法
定
相
続
人
数 

×
 
 

一
〇
〇
〇
万
円
） 

本
年
１
月
１
日
よ
り 

 
 

三
〇
〇
〇
万
円 

×

（
法
定
相
続
人
数 

×
 

六
〇
〇
万
円
） 

具
体
例
と
し
て
、
ご
主
人
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
、

奥
様
と
子
供
二
人
（
法
定
相
続
人
が
三
人
）
の
家
族

で
は
、
今
ま
で
八
〇
〇
〇
万
円
ま
で
の
相
続
財
産
ま

で
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
後
は
四
八
〇
〇

万
円
の
相
続
財
産
以
上
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
平
成
二
四
年
度
の
相
続
税
を
納
め
た
方
の
割

合
は
、
四
．
二
％
（
国
税
庁
「
相
続
税
の
課
税
状
況
」

／
２
０
１
４
年
六
月
）
で
し
た
が
、
今
後
は
相
続
税

を
納
め
る
方
が
増
え
る
事
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
葬
儀
料
や
お
布
施
、
火
葬
・
埋
葬
・
納
骨
に

か
か
る
費
用
は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
相
続
財
産
か

ら
差
し
引
く
こ
と
が
出
来
ま
す
の
で
、
相
続
財
産
か

ら
控
除
で
き
る
費
用
を
支
払
っ
た
証
明
と
し
て
、
領

収
証
の
発
行
を
ご
依
頼
す
る
方
が
増
え
る
事
と
思
わ

れ
ま
す
。
ま
た
別
の
側
面
か
ら
見
ま
す
と
、
お
布
施

等
を
相
続
財
産
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
出
来
る
為
、

金
額
の
虚
偽
申
告
を
さ
れ
な
い
為
の
防
止
策
と
し
て

領
収
証
の
発
行
が
重
要
で
す
。
ち
な
み
に
こ
の
場
合

の
領
収
証
に
は
、
収
入
印
紙
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
印
紙
税
」 

経
済
的
取
引
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
文
書
（
領
収

証
も
含
む
）
で
、
課
税
文
書
に
該
当
す
る
場
合
に
、

取
引
金
額
や
内
容
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
収
入
印
紙

を
貼
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
非
課
税
文

書
に
該
当
す
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

で
は
課
税
文
書
と
は
ど
の
様
な
も
の
で
し
ょ
う
。
そ

れ
は
印
紙
税
法
別
表
第
一
（
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
検
索
で
き
ま
す
）
に
定
め
ら
れ
た
取
引
が
該
当

し
ま
す
。
こ
こ
で
は
す
べ
て
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま

せ
ん
が
、
売
上
代
金
（
売
上
代
金
以
外
も
含
む
）
に

係
る
金
銭
の
受
取
書
、
不
動
産
等
の
譲
渡
契
約
書
、

土
地
の
賃
借
権
設
定
契
約
書
な
ど
の
特
定
の
文
書
に

対
し
て
課
税
さ
れ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
宗
教
法
人

の
発
行
す
る
領
収
証
は
、
収
益
事
業
に
関
し
て
作
成

す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
営
業
に
関
し
な
い
受
取
書

と
み
な
す
為
、
収
入
印
紙
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
地
代
領
収
通
帳
（
通
い
帳
）
に
つ
い
て
は
、
一

冊
に
つ
き
四
〇
〇
円
の
収
入
印
紙
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
ま
た
永
代
使
用
料
（
金
額
）
が
明
記
さ
れ
た
墓

地
使
用
契
約
書
は
、
土
地
の
賃
借
権
の
設
定
に
関
す

る
契
約
書
と
な
る
為
、
下
記
表
※
に
該
当
す
る
収
入

印
紙
が
必
要
と
な
り
ま
す
。（
平
成
二
六
年
四
月
現
在
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   記載された契約金額 印紙税額 

１万円以上、１０万円以下 ２００円  

１０万円を超え、５０万円以下 ４００円  

５０万円を超え、１００万円以下 １，０００円  

１００万円を超え、５００万円以下 ２，０００円  

※５００万円を超える契約に関する金額もありますが、ここでは

一部抜粋しました。一般的にご寺院で使用されている永代使用承諾

書（金額を明記していないもの）には関しましては、印紙税は課税さ

れません。ちなみに印紙税の納税義務者（収入印紙を購入して貼り

付けなければならない者）は、これら文書を作成した者になります。 

 



 

  

常
住
院
様
（
杉
浦
則
雄 

住
職
・
浜
松
市
中
区
文
丘 

町
・
日
蓮
宗
）
で
は
念
願 

の
客
殿
・
庫
裡
が
完
成
い 

た
し
ま
し
た
。 

昨
年
の
四
月
二
十
六
日
に 

上
棟
式
を
行
い
、
予
定
よ 

り
早
い
三
月
に
す
べ
て
の 

工
事
が
終
了
し
、
三
月
二
一 

日
に
は
、
役
員
さ
ん
も
出 

席
し
て
落
慶
式
が
行
わ
れ 

ま
し
た
。
十
二
帖
と
十
五 

帖
の
続
き
間
の
書
院
は
、 

檀
家
の
皆
様
の
法
事
や
集 

ま
り
な
ど
に
は
使
い
勝
手 

が
よ
く
大
変
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
書
院
の
床
は
畳
敷
き
で
す
が
、

椅
子
と
机
を
お
い
て
使
用
す
る
の
で
足
の
不
自
由
な
方
に
も
よ
ろ
こ
ば

れ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

常
住
院
様
と
は
本
堂
を
平
成
六
年
に
竣
工
し
て
以
来
の
お
付
き
合
い

に
な
り
ま
す
が
、
今
回
の
工
事
の
際
に
も
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

今
後
も
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
努
め
て
、
長
い
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

  

 

一
一
三
号
で
地
鎮
式
の
様
子
を
お
知
ら
せ
し
た
中
遠
職
業
訓
練
校
（
磐

田
市
西
貝
塚
）
の
校
舎
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。
三
月
七
日
に
磐
田
市
長

を
は
じ
め
、
来
賓
の
方
々
組
合
関
係
者
が
出
席
し
て
落
成
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
磐
田
市
・
袋
井
市
と
森
町
か
ら
援
助
を
受
け
、
各
市
の
建
築
組
合
、

沢
山
の
協
力
業
者
そ
し
て
卒
業
生
か
ら
の
寄
付
金
を
い
た
だ
き
、
よ
う
や

く
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。
中
で
も
磐
田
市
に
は
格
段
の
資
金
の
援
助

を
い
た
だ
き
、
ま
た
今
後
の
水
道
光
熱
費
も
磐
田
市
が
負
担
し
て
く
れ
ま

す
。 

新

校

舎

は

以

前

の

校

舎

に

比

べ

た

ら

小

さ

い

で

す
が
、
杉
の
木
を
ふ
ん
だ

ん

に

使

っ

た

温

か

み

の

あ

る

校

舎

が

で

き

あ

が

り
ま
し
た
。
そ
し
て
四
月

九

日

は

新

入

生

の

入

学

式

が

行

わ

れ

現

在

一

年

～

三

年

ま

で

合

わ

せ

て

一

〇

人

の

生

徒

が

学

ん

で
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
学

校
を
卒
業
し
た
大
工
が
、

日

本

の

木

造

建

築

の

未

来

の

た

め

活

躍

す

る

こ

と
を
期
待
し
て
い
ま 

常
住
院
様
で
書
院
の
落
慶
式 

中
遠
建
築
職
業
訓
練
校
が
完
成 



五
月
は
一
年
中
で
一
番
過
ご
し
や
す
い
季
節

で
す
が
、
か
つ
て
は
「
悪
月
」
と
呼
ば
れ
一
年
の

う
ち
で
最
も
忌
わ
し
い
月
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
五
月
五
日
は
端
午
の
節
句
で
す
が
、
端

午
と
は
旧
暦
で
は
午
の
月
は
五
月
に
あ
た
り
、

こ
の
午
の
月
の
最
初
の
日
を
節
句
と
し
て
祝
っ

て
い
た
も
の
が
、
の
ち
に
五
が
重
な
る
五
月
五

日
が
端
午
の
節
句
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。 

元
は
中
国
か
ら
伝
来
し
た
行
事
で
す
が
、
日

本
で
は
男
性
が
戸
外
に
出
払
い
、
女
性
だ
け
が

家
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
田
植
え
の
前
に
穢

れ
を
祓
い
身
を
清
め
る
儀
式
を
行
う
五
月
忌
み

（
さ
つ
き
い
み
）
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
こ
れ
が

中
国
か
ら
つ
た
わ
っ
た 

端
午
と
結
び
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
昔
の
農
耕
社
会
で
は
女
性
は
田
ノ

神
を
迎
え
る
巫
女
で
あ
り
、
端
午
は
も
と
も
と

女
性
の
節
句
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た

五
月
四
日
の
夜
か
ら
五
月
五
日
に
か
け
て
を

「
女
天
下
」
と
称
し
、
家
の
畳
の
半
畳
ず
つ
あ
る

い
は
家
全
体
を
女
性
が
取
り
仕
切
る
日
と
す
る

習
慣
を
持
つ
地
域
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
五
月
五

日
を
「
女
の
家
」
と
称
す
る
風
習
が
中
部
地
方
の

一
部
に
み
ら
れ
ま
す
。 

 

宮
中
で
は
菖
蒲
を
髪
飾
り
に
し
た
人
々
が
武

徳
殿
に
集
ま
り
天
皇
か
ら
薬
玉
（
く
す
だ
ま
・
薬

草
を
丸
く
固
め
て
飾
り
を
つ
け
た
も
の
）
を
賜

り
ま
し
た
。
か
つ
て
の
貴
族
社
会
で
は
薬
玉
を

作
り
お
互
い
に
贈
り
あ
う
習
慣
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
行
事
に
つ
い
て
は
奈
良
時
代
に
既
に
み
ら

れ
る
そ
う
で
す
が
、
最
も
古
く
に
は
推
古
天
皇

の
こ
ろ
（
七
世
紀
）
五
月
五
日
に
薬
猟
（
薬
草
の

採
集
）
を
行
っ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
で

す
。 

 

 

鎌
倉
時
代
頃
か
ら
「
菖
蒲
」
が
「
尚
武
」
と
同

じ
読
み
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
菖
蒲
の
葉
の
形
が

剣
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
端
午
は
男

の
子
の
節
句
と
さ
れ
、
男
の
子
の
成
長
を
祝
い

健
康
を
祈
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
鎧
・
兜
・
刀
・

武
者
人
形
や
金
太
郎
・
武
蔵
坊
弁
慶
を
模
し
た

五
月
人
形
な
ど
を
室
内
に
飾
り
段
に
飾
り
、
庭

前
に
こ
い
の
ぼ
り
を
立
て
る
の
が
、
典
型
的
な

祝
い
方
で
す
。
た
だ
し
こ
い
の
ぼ
り
が
一
般
に

広
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
、

関
東
の
風
習
と
し
て
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
が
、

京
都
を
含
む
上
方
で
は
当
時
は
見
ら
れ
な
い
風

習
で
し
た
。
鎧
兜
に
は
男
子
の
身
体
を
守
る
と

い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
い

の
ぼ
り
を
立
て
る
風
習
は
中
国
の
故
事
に
ち
な

ん
で
お
り
、
男
子
の
立
身
出
世
を
祈
願
し
て
い

ま
す
。
典
型
的
な
こ
い
の
ぼ
り
は
、
五
色
の
吹
流

し
と
三
匹
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
こ
い
の
ぼ

り
か
ら
な
っ
て
お
り
ま
す
。
吹
流
し
の
五
色
は

五
行
節
に
由
来
し
ま
す
。 

 

ま
た
ち
ま
き
や
柏
餅
を
食
べ
る
風
習
も
あ
り

ま
す
が
、
柏
餅
を
食
べ
る
風
習
は
日
本
独
自
の

も
の
で
す
。
柏
は
新
芽
が
出
る
ま
で
古
い
葉
が

落
ち
な
い
こ
と
か
ら
「
家
系
が
絶
え
な
い
」
縁
起

物
と
し
て
広
ま
り
ま
し
た
。 

知 っ て 得 す る  端午の節句 


