
   

島
田
市
の
普
門
院
様
（
曹
洞
宗
）
は
昭
和
三
十
年
代
に
新
築
し

た
本
堂
の
屋
根
替
え
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
一
昨
年
に
屋
根
替
え

工
事
の
見
積
依
頼
を
受
け
、
同
年
に
工
事
請
負
契
約
を
結
び
昨
年

の
秋
よ
り
工
事
に
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

 

古
い
瓦
を
す
べ
て
降
ろ
し
、
腐
っ
た
り
傷
ん
だ
り
し
た
木
部
の

取
替
え
や
補
修
を
施
し
た
工
事
は
順
調
に
進
み
、
四
月
の
中
旬
に

予
定
通
り
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
工
事
中
は
足
場
が
か

か
り
ネ
ッ
ト
も
張
ら
れ
て
い
る
た
め
、
全
体
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
四
月
の
初
旬
に
足
場
と
ネ
ッ
ト
が
取
り
払
わ

れ
る
と
い
ぶ
し
銀
の
瓦
が
現
れ
、
新
築
時
に
戻
っ
た
よ
う
な
姿
に 

 
 

 

な
り
、
ご
住
職
や
檀
家 

の
皆
様
に
大
変
喜
ん
で 

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
二
〇
日
に
は 

落
慶
法
要
が
営
ま
れ
、 

檀
家
の
皆
様
に
お
披
露 

目
を
い
た
し
ま
し
た
。 

新
し
く
な
っ
た
鬼
瓦
も 

厄
除
け
と
し
て
、
こ
れ 

か
ら
も
普
門
院
様
と
檀 

家
の
皆
様
を
守
っ
て
く 

れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

  

   

昨
年
の
一
月
か
ら
始
ま
っ
た 

聖
眼
寺
様
（
豊
橋
市
・
真
宗
高 

田
派
）
の
本
堂
耐
震
・
改
修
・ 

屋
根
替
え
工
事
も
終
了
い
た
し 

ま
し
た
。
現
在
の
本
堂
は
戦
後 

に
再
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
鉄
骨 

の
方
杖
を
取
り
付
け
て
傾
き
を 

応
急
的
に
補
強
し
て
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
今
回
こ
れ
か
ら
想
定
さ 

れ
る
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え 

て
、
限
界
耐
力
計
算
法
に
よ
る 

設
計
を
行
い
制
震
補
強
工
事
を 

行
う
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

工
事
は
一
度
骨
組
の
状
態
に 

し
て
か
ら
、
全
体
を
ジ
ャ
ッ
キ
で
揚
げ
、
腐
っ
た
土
台
を
交
換
し
、
新
た

に
土
間
を
作
り
基
礎
の
補
強
工
事
を
行
い
、
制
震
ダ
ン
パ
ー
を
設
置
し
た

後
に
復
旧
工
事
を
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
同
時
進
行
で
屋
根
替
え
工
事
も

行
い
再
建
当
時
の
姿
が
よ
み
が
え
り
ま
し
た
。 

 

戦
後
に
建
築
し
た
時
に
使
用
し
た
屋
根
瓦
は
品
質
に
バ
ラ
ツ
キ
が
多

く
、
現
在
屋
根
替
え
の
時
期
が
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
新
し
く
葺
き

替
え
た
瓦
は
、
安
定
し
た
品
質
管
理
の
も
と
生
産
さ
れ
て
い
る
た
め
百
年

以
上
屋
根
替
え
の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

普
門
院
様
と
聖
眼
寺
様
の
百
年
後
の
屋
根
替
え
も
弊
社
で
で
き
る
よ

う
に
今
後
と
も
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

心 ゆ た か に 
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三
月
四
日
の
日
曜
日
、
御
前
崎
市
の
宗
心
寺
様(

曹

洞
宗)

で
は
、
書
院
・
庫
裡
の
新
築
工
事
の
上
棟
式

が
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
三
月
に
し
て
は
暖
か
く
、

風
も
な
く
お
天
気
に
恵
ま
れ
て
上
棟
式
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

午
後
三
時
か
ら
始
ま
っ
た
上
棟
式
は
ご
住
職

の
読
経
か
ら
始
ま
り
、
総
代
さ
ん
、
建
設
委
員
の

皆
さ
ん
大
工
と
順
に
焼
香
を
し
、
つ
づ
い
て
大
工

に
よ
る
お
清
め
と
神
事
を
行
い
ま
し
た
。
完
成
は

一
二
月
を
予
定
し
て
お
り
、
安
全
第
一
で
こ
れ
か

ら
工
事
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

             

    
 

           

 

浜
松
市
新
橋
町
の
大
通
院
様
（
臨
済
宗
方
広
寺

派
）
で
本
堂
新
築
の
地
鎮
式
を
三
月
二
八
日
に
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。
大
通
院
様
は
四
二
ケ
寺
の
末

寺
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
本
堂
が
老
朽
化
し
た
た

め
末
寺
が
費
用
を
負
担
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
大
通
院
様
の
本
堂
を
施
工
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
光
栄
で
す
。 

地
鎮
式
の
法
要
は
参
列
さ
れ
た
住
職
の
方
々

の
読
経
が
響
き
わ
た
り
、
引
き
続
き
起
工
式
を
行

い
ま
し
た
。
五
月
一
九
日
（
土
曜
日
）
に
は
上
棟

式
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

   

掛
川
市
の
某
寺
院
様
で
は
本
堂
に
あ
っ
た
収

納
部
分
を
、
永
代
供
養
棚
に
す
る
た
め
の
リ
フ
ォ

ー
ム
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
檀
家
さ
ん
よ
り
永
代

供
養
の
希
望
が
多
く
な
っ
て
き
た
た
め
の
対
応

で
す
。
最
近
は
他
の
ご
寺
院
で
も
永
代
供
養
塔
や

永
代
供
養
堂
な
ど
の
話
が
出
て
お
り
ま
す
。
様
々

な
か
た
ち
で
ご
希
望
に
沿
っ
た
も
の
を
ご
提
案

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
興
味
を

持
た
れ
た
方
は
是
非
弊
社
へ
相
談
を
。 

 

宗
心
寺
様
で
上
棟
式 

お
ご
そ
か
に
地
鎮
式 

←襖を閉めると部屋とし

ての違和感がなく使用で

きるようにしました  

 

重
厚
感
が
あ
り
、
お
参
り

さ
れ
る
方
に
も
ご
満
足

い
た
だ
け
る
よ
う
な
仕

上
が
り
で
す
。 

終了後にご住職と記念写真を 

末寺のご住職も参加していただきました 

リ
フ
ォ
ー
ム
で
永
代
供
養
棚
を 



「
最
近
の
墓
事
情
」 

 
 

 
 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
宗
派
問
わ
ず
の
境
内
墓
地
」 

 

最
近
「
お
墓
（
墓
石
）
が
売
れ
な
い
」
と
、
霊

園
関
係
者
や
石
材
業
者
の
方
々
か
ら
、
話
を
聞
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
最
近
に
始
ま
っ
た

話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
墓
地
を
必
要
と
す
る
方

（
墓
地
を
購
入
す
る
側
）
の
金
銭
的
事
情
や
、
墓

地
以
外
の
納
骨
先
（
納
骨
堂
、
永
代
供
養
墓
、
樹

木
葬
な
ど
）
と
い
っ
た
形
態
の
多
様
化
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
境
内
墓
地
に

納
骨
す
る
（
檀
家
に
な
る
）
こ
と
に
抵
抗
が
あ
る

方
も
い
る
よ
う
で
す
。 

お
寺
の
檀
家
に
な
る
こ
と
を
「
信
仰
の
き
っ

か
け
」
と
い
う
意
味
で
考
え
ま
す
と
、
二
〇
一
七

年
六
月
に
公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
、
及
び

大
和
証
券
株
式
会
社
が
共
同
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

調
査
会
社
を
通
じ
て
調
査
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結

果
を
ま
と
め
て
発
表
致
し
ま
し
た
「
仏
教
に
関
す

る
実
態
把
握
調
査
報
告
書
（
二
〇
一
七
年
度
）
」

に
、
関
連
す
る
デ
ー
タ
が
出
て
お
り
ま
し
た
の

で
、
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
報
告
書

に
よ
り
ま
す
と
、
宗
教
（
寺
院
）
を
信
仰
す
る
き

っ
か
け
は
、
家
の
宗
教
が
仏
教
（
寺
院
）
だ
か
ら

（
四
九
．
一
％
）
、
身
内
の
死
（
葬
儀
）
に
よ
っ

て
（
五
一
．
一
％
）
と
い
う
結
果
で
し
た
。
「
家

が
た
ま
た
ま
そ
の
宗
派
（
寺
院
）
だ
っ
た
か
ら
信

仰
し
て
い
る
」
、
「
人
の
死
に
関
わ
る
時
に
し
か
信

仰
の
き
っ
か
け
を
見
い
だ
せ
な
い
」
と
い
っ
た
現

代
の
仏
教
（
寺
院
）
に
対
す
る
価
値
観
が
結
果
に

反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
お
檀
家
で

あ
っ
て
も
、
な
ぜ
菩
提
寺
が
そ
の
寺
院
な
の
か
？

を
認
識
し
て
い
な
い
方
が
半
分
近
く
い
る
の
で
あ

れ
ば
、
菩
提
寺
を
持
た
な
い
方
も
含
め
て
「
こ
れ

か
ら
新
し
く
檀
家
に
な
っ
て
境
内
墓
地
を
持
ち
た

い
と
思
う
方
々
」
は
、
そ
ん
な
に
多
く
な
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
出
典 

全
日
本
仏
教
会
、
大

和
証
券
） 

 

都
内
で
は
、
そ
う
い
っ
た
需
要
も
踏
ま
え
て
、

境
内
墓
地
の
一
角
を
「
宗
派
問
わ
ず
の
霊
園
形

式
」
と
し
て
売
り
出
す
提
案
を
さ
れ
る
石
材
業
者

が
あ
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
抵
抗
の
あ
る
ご
寺
院
の

ほ
う
が
多
い
で
す
が
、
少
し
ず
つ
増
え
て
き
て
お

り
、
境
内
墓
地
を
販
売
し
、
新
し
い
お
檀
家
を
増

や
す
こ
と
の
大
変
さ
が
理
解
で
き
ま
す
。
ち
な
み

に
墓
所
を
購
入
さ
れ
た
方
の
一
割
程
度
は
、
後
々

檀
家
に
な
る
と
言
わ
れ
て
お
り
（
石
材
業
者
の

話
）
、
そ
こ
を
期
待
さ
れ
る
ご
寺
院
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
宗
旨
宗
派
を
替
え
る

方
が
一
割
程
度
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
逆
も

あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生
前
、
葬

儀
や
納
骨
先
に
つ
い
て
、
家
族
と
情
報
共
有
出
来

て
い
る
方
や
、
遺
言
に
残
し
て
い
る
方
は
兎
も

角
、
身
近
な
身
内
が
居
な
い
方
は
、
ご
自
身
が
亡

く
な
っ
た
後
、
ど
の
様
な
葬
儀
を
執
り
行
い
、
ど

こ
に
納
骨
さ
れ
る
の
か
不
安
で
気
が
気
で
な
い
と

思
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
時
、
葬
儀
の
方
法
や
納
骨
先
を
事
前
に

行
政
に
登
録
出
来
た
ら
い
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
？ 

「
お
墓
の
住
民
票
」 

平
成
三
〇
年
四
月
一
七
日
に
横
須
賀
市
が
全

国
で
初
め
て
「
わ
た
し
の
終
活
登
録
」
と
い
っ
た

新
し
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
発
表
し
ま
し
た
。
近

年
、
ご
本
人
が
倒
れ
た
場
合
や
亡
く
な
っ
た
場
合

に
、
せ
っ
か
く
書
い
て
お
い
た
終
活
ノ
ー
ト
の
保

管
場
所
や
、
お
墓
の
所
在
地
が
分
か
ら
ず
、
故
人

の
生
前
の
意
思
と
は
関
係
な
い
形
で
葬
儀
や
納
骨

を
さ
れ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
増
え
て
お
り
、
結
果

と
し
て
遺
骨
の
引
き
取
り
拒
否
な
ど
に
よ
っ
て
、

市
役
所
で
管
理
せ
ざ
る
お
え
な
い
遺
骨
が
、
年
間

五
〇
件
前
後
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
事
態

を
防
ぎ
、
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

始
ま
る
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
「
お
墓
の
住
民
票
」

と
も
言
え
ま
す
。 

登
録
で
き
る
事
項
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師

や
ア
レ
ル
ギ
ー
、
臓
器
提
供
意
思
、
遺
品
の
整
理

方
法
、
遺
言
書
の
有
無
、
緊
急
連
絡
先
、
お
墓
の

所
在
地
、
本
人
の
自
由
登
録
事
項
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
登
録
を
し
ま
す
と
、
万
が
一
の
際
、
病
院
・

消
防
・
警
察
・
福
祉
事
務
所
や
、
本
人
が
指
定
し

た
方
に
情
報
を
開
示
し
、
本
人
の
意
思
の
実
現
を

支
援
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。 

ま
だ
横
須
賀
市
だ
け
の
取
り
組
み
で
す
が
、

こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
普
及
す
れ
ば
、
寺
院
に
と
っ
て

も
明
る
い
兆
し
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す 



 

日
本
に
住
ん
で
い
る
限
り
、
避
け
て
通
れ

な
い
の
が
「
梅
雨
」
で
す
。
梅
雨
は
北
海
道
と

小
笠
原
諸
島
を
除
く
日
本
、
朝
鮮
半
島
南
部
、

中
国
の
南
部
か
ら
長
江
流
域
に
か
け
て
の
沿

岸
部
、
及
び
台
湾
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
の
広
範

囲
に
お
い
て
み
ら
れ
る
特
有
の
気
象
現
象
に

な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
じ
め
じ
め
蒸
し
暑
い
梅

雨
ど
き
は
、
冷
え
や
偏
頭
痛
、
自
律
神
経
失
調

症
、
う
つ
な
ど
の
心
身
の
不
調
が
起
き
や
す

く
な
り
、
こ
ん
な
梅
雨
を
少
し
で
も
快
適
に

過
ご
す
に
は
工
夫
が
必
要
で
す
。 

「
蒸
し
暑
さ
と
梅
雨
寒
の
寒
暖
差
に 

身
体
が
つ
い
て
い
け
な
い
！
」 

 

梅
雨
前
線
の
北
側
に
入
る
と
気
温
が
下
が

っ
て
梅
雨
寒
に
な
り
、
前
線
の
南
側
に
入
る

と
一
気
に
蒸
し
暑
く
な
り
、
春
に
次
い
で
気

温
差
が
激
し
く
体
調
を
崩
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
特
に
梅
雨
寒
の
日
は
、
リ
ウ
マ
チ
や
関
節

痛
、
ぜ
ん
そ
く
の
発
作
が
増
え
る
の
で
要
注

意
。
こ
ん
な
時
は
「
気
温
変
化
五
度=

洋
服
一

枚
」
で
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。
さ
っ
と
羽
織
れ

る
薄
手
の
ジ
ャ
ン
パ
ー
や
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
な

ど
を
常
に
携
帯
す
る
と
重
宝
し
ま
す
。 

「
ど
ん
よ
り
じ
め
っ
と 

暗
い
日
が
続
く
と
う
つ
傾
向
に
」 

 

通
常
眠
っ
て
い
る
間
は
副
交
感
神
経
が
優

位
で
、
朝
明
る
く
な
っ
て
目
覚
め
る
と
交
感

神
経
が
優
位
に
な
る
の
で
す
が
、
梅
雨
時
は

朝
も
雨
雲
が
か
か
っ
て
暗
い
日
が
多
い
と
切

り
替
え
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
ま
す
。
そ

し
て
交
感
神
経
と
副
交
感
神
経
の
バ
ラ
ン
ス

が
悪
く
な
っ
て
自
律
神
経
失
調
症
に
な
り
や

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ま
ず
朝
起
き
た

ら
カ
ー
テ
ン
を
全
開
に
し
て
光
を
取
り
込
み
、

曇
り
の
日
は
部
屋
の
電
気
を
つ
け
て
「
朝
だ

よ
」
と
体
に
認
識
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

「
梅
雨
時
に
大
繁
殖
す
る 

カ
ビ
・
ダ
ニ
・
食
中
毒
菌
」 

 

梅
雨
時
の
高
温
多
湿
の
環
境
は
、
カ
ビ
・
ダ

ニ
・
食
中
毒
菌
が
繁
殖
す
る
の
に
も
っ
て
こ

い
で
す
。
暖
房
も
冷
房
も
い
ら
な
い
快
適
な

季
節
を
経
て
、
エ
ア
コ
ン
を
再
稼
働
す
る
こ

と
が
多
い
梅
雨
ど
き
に
は
、
エ
ア
コ
ン
内
に

繁
殖
し
た
カ
ビ
や
雑
菌
が
肺
炎
な
ど
を
引
き

起
こ
す
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
の
ダ
ニ

の
死
骸
や
フ
ン
な
ど
の
ハ
ウ
ス
ダ
ス
ト
に
よ

る
ア
レ
ル
ギ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
も
増
え
ま
す
。
こ
れ
ら
を
予
防
す

る
に
は
し
ば
ら
く
使
っ
て
い
な
か
っ
た
エ
ア

コ
ン
内
を
清
掃
し
、
さ
ら
に
窓
を
開
け
て
換

気
を
よ
く
し
て
エ
ア
コ
ン
を
数
時
間
点
け
放

し
に
し
、
で
き
る
だ
け
カ
ビ
や
雑
菌
を
排
出

さ
せ
て
か
ら
使
う
と
い
い
で
し
ょ
う
。
ま
た

こ
の
時
期
に
多
い
食
中
毒
の
予
防
に
は
、
冷

蔵
庫
内
の
清
掃
を
行
い
、
食
材
の
詰
め
込
み

過
ぎ
を
や
め
、
包
丁
・
ま
な
板
の
熱
湯
消
毒
、

生
も
の
の
加
熱
を
徹
底
す
る
こ
と
で
か
な
り

防
げ
ま
す
。 

「
快
晴
一
時
間=

曇
天
二
時
間 

紫
外
線
量
は
変
わ
ら
な
い
」 

 

梅
雨
ど
き
は
曇
っ
て
い
る
か
ら
と
、
紫
外

線
対
策
を
怠
る
人
が
い
ま
す
が
、
晴
れ
た
日

に
一
時
間
外
に
い
る
の
と
、
曇
っ
た
日
に
二

時
間
外
に
い
る
の
で
は
、
浴
び
る
紫
外
線
量

は
同
じ
で
す
。
梅
雨
の
晴
れ
間
や
カ
ラ
梅
雨

の
際
に
は
真
夏
並
み
の
紫
外
線
を
浴
び
る
こ

と
に
な
り
、
将
来
、
シ
ミ
が
増
え
た
り
、
白
内

障
に
な
る
リ
ス
ク
も
高
ま
り
ま
す
。
曇
り
の

日
で
も
Ｕ
Ｖ
ク
リ
ー
ム
を
忘
れ
ず
に
塗
り
、

梅
雨
の
晴
れ
間
で
も
帽
子
や
日
傘
そ
し
て
サ

ン
グ
ラ
ス
な
ど
で
対
策
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

梅
雨
ど
き
に
注
意
す
る
天
気
予
報
の
ポ
イ

ン
ト
は
「
梅
雨
前
線
が
自
分
の
住
む
地
域
を

通
過
す
る
時
」
と
「
最
高
気
温
と
最
低
気
温
の

差
が
前
日
よ
り
大
き
い
」
の
二
点
に
な
り
ま

す
。
毎
日
の
天
気
予
報
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
健
康

に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。 

知って得する  梅雨の対策 


