
寺

院

と

公

益
事

業

に

つ

い

て

奉

隆

真

宗

教

法

入
法

が
出

た

の
が
昭

和

二
十

六
年

の
四

月

で
あ

る
。

そ
れ

か
ち

十

四
年

経

過

し

た
今

日
、

寺
院

や

宗
団

は
進

展

し

た

で
あ

ろ
う

か
。
少

し

は
前

進

し

た

と
思

わ
れ

る
が
、

新

興
宗

教

の
進

出

に

く

ら

ぶ
れ

ば

ほ

ん
と

に
な

さ

け

な

い
、
既

成

宗

団

は
分
列

す

る
毛

の
あ

り
、

経

営

難
あ

り
、

観
光

や
収

益

事

業
で

維

持
し

た

り
、
住

職

は

他

に
職

を
求

め

て
生

活
す

る

な
ど

難
,多

で
あ

る
。

今

一
度

宗

教
法

入

法

を
読

み

か

え
し

て
寺

院

と

公
益

軣
業

を

考
察

し
よ

う
と
思

う
。

法

第

「
条

に

「
こ

の
法

律

は

、
宗

教
田

体

が
、
礼
拝

の
施

設

そ

の
他

の
嚇
産

を
所
有

し
、

と
れ

を
維

持

運

用

し
、

そ

の
他

そ

の
目
的

達
成

の
た

め
の
業

務

及

び
海
業

を
運
営

す

る

こ
と
に
資

す

る
た

め
、

宗
教

団

体

に

法

律

ま

の
能

力

を
与

え

る

こ
と

を
目

的

と
す

る
」
と

し

て
居

る
。

第

二
条

宗
教

田
体

の
定
養

に

「
宗

教
司

体

と

は
、

宗

教

の
教
義

を

ひ

ろ

め
、

儀

式
行

事

を
行

い
、

及

び
信

者

を

教

化
育

成
す

る
と

と

を
主

た

る
目
的

と
す

る
左

に
掲

げ

る
図

休

を

い

う
。

被
包

括
団

体

(
寺

院

、

教
会

等
)

包

活

司
体

(
宗

派

、

教
田

等
)

即

ち

こ

の
条

文

か

ら
見

て
、

寺

院

や
宗

団

の
主

た

る
業

務

は
教

覊

の
宣
布

と
儀

式
行

薯

の
執

行

と゚

穡
住

徒

の
教

化

育
成

と

で
あ

る
。

こ

の
業

務

に
霹

ら
精

進

す

る

こ
と

が
住

囀

の
努

め

で
な
け

れ

献
な

ら

潅

い
。
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次

に
第

六
条

に

「
宗
教

法

入
は

公
益

事
業

を
行

う

こ
と

が

で
き

る
。

宗

卦
法

入
は

、

そ

の
目

的

に
反

し

な

い
限
り

、

公
益

薯

業

以
外

の
車

業

を
行

う

こ
と

が

で
き

る
、

こ

の
場
合

に

澄

い

て
、

収

益

を

生

じ

た
と
き

は

こ
れ

を

当

該
宗

轡
法

人
、

当
該

宗
教

法

人

を
包

括

す

る
宗
教

繭
体

又

は
当

該

宗
數

法

人

が
援

助

す

る
宗

教
法

入
若

く

は

公
益

婁

業
.
の
た

め

に
使

用

し

た
け

れ

げ

な
ら

な

い
」

と

し

て
居

る
。

さ

て
宗
數

法

入

の
公

益
事

業

と

は
何

を

さ
す

の

か
、
昂

は
教

育

と
社

会
福

祉

に
悶

す

る
事
業

で
あ

る
。

一

つ
は

学
校

法

入
に

い
う
幼

稚

園

や
各

種

の
学
校

経
営

で
あ

り
、

他

は
社

会
福

祉

事

業

法

に

い
う
保

育
闡

、

そ

の
他
福

祉

施

設

で
あ

る
。

こ

の
中

で
數

育
、施

設

は
別

と
し

て
宗

教
法

入

の
経
営

す

る
襪

祉
施

設

の
現
況

は
ど

う

で
あ

ろ

う

か
、

現
在

民

間

経
営

の
施

設

六
五
〇
〇
の
う
ち
約

半

数

以

士
が

宗
教

法

入

の
経
営

で
あ

る
、

中

で
も
主

な
も

の
億
児

童

福

祥
施
・設

と
老

入

福

祉

の
施

設

で
あ

る
、

し

か

し
全

国
宗

教
法

人

の
数

か
ら
す

れ

ば
誠

に
少

数

で
あ

る

と
思

う

次

に
税

法

か
ら

鰯

て
宗

教
洪

人
は

単
校

法

入
、

福

祥

法

人

と
共

に

所
得

税

や
洪

入
税

が

諜

せ
ら

れ

な

い

し

境

内

地

な

ど

宗

數
法

入

用

の
土

地
建
物

に
も

困

定
資
、産

税

は

か

丶
ら

ず
、

す

べ

て
保

諺

す

る
熊

度

を

と

つ

て

居

る
。

是

等

の
点

か

ら

し

て
も

宗
獅
ご田

体

や
施

設

の
運
営

管

理

を
込

つ
と
考

え
表

け

れ

げ
な

ら

な

い
o

+

S
。
・箪
十

八

条

の
中

に

「
当

該

宗
教
法

入

の
業

務

及

び
事

業

の
適

切

壕
運
営

存
は

か
り

、

そ

の
保

誰

管

理
す

る

財
産

に

つ

い

て
は

、

い

や
し

く
も

こ
れ

を
他

の
目
的

に
使

用

し
、

又

は

濫

用
し

煮

い

よ
う

に

し

な
け

れ

ば

友

ら
左

い
」

と

定

め

て

い

る
。
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今
後

、
寺

院

が
住
職

及

び
槽

信
徒

の
私
、有

化

か
ら
脱

皮

し

て
、
宗

教

法

入

と
し

て
教
化

と
福

辮
に
寄

与

し

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
、

少

ぐ
と

も
余
裕

の
あ

る
寺

磽

は
住

職

と
植

信
徒

と

よ

く
協

講

の
上

各
寺

の
專
院

規

則

に

公
益

薯
業

の
条

項

を
入

れ

て
社

会

福
祉

事

業

の
経

営

に
進

展

し

た

い
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

を
実

施

す

る
た

め
に

は

現
在

の
寺

瞠

経
済

の
あ
り

方

を

朋
瞭

に

し
寺

院

経
営

と
寺

雍

生

活

と

の
公

私

の
別

を

は

つ
き

り

と
区

別

せ
な

け
れ

ば
事

業

経
営

浸

ど

到
底

及

つ
か
な

い

と
思

う
。

以

士

宗
教

法

入

法

を
中

心

と

し

て
公
益

薯
業

を
考

え

て
み

た

の
で
あ

る

が
、
仏

勤

の
済
世

利
民

や
国

の
鐸
念

、
浄

仏

国
、土
成

就
衆

生

の
誓

顯

、

大
慈

悲

行

、
布
・施

行

の
仏

行

か
ら

し

て
も
、

相

互
協

力

し

て
実

浅

し

な
け

れ

ば

と
思

う

。
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