
 
 

  

今
年
の
初
め
か
ら
工
事
を
行
っ
て
お

り
ま
す
、
蔵
福
寺
様
（
神
奈
川
県
伊
勢
原

市
・
臨
済
宗
建
長
寺
派
）
で
は
、
七
月
二

四
日
に
本
堂
の
上
棟
式
が
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。
通
常
は
棟
上
げ
時
に
上
棟
式

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
蔵
福
寺
様
で
は
、

大
工
仕
事
の
野
地
と
屋
根
の
防
水
シ
ー

ト
張
り
が
終
了
し
た
と
こ
ろ
で
上
棟
式

を
行
い
ま
し
た
。
今
年
は
例
年
よ
り
梅

雨
明
け
が
ず
い
ぶ
ん
早
く
厳
し
い
暑
さ

が
続
く
中
、
屋
根
の
上
で
の
作
業
は
大

変
で
し
た
。 

 

基
礎
工
事
が
二
月
か
ら
始
ま
り
、
大

工
に
よ
る
建
て
方
は
四
月
の
中
旬
か
ら

下
旬
に
か
け
て
行
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

刻
み
作
業
中
に
は
住
職
や
建
設
委
員
の

方
々
が
、
材
料
検
査
で
二
回
ほ
ど
作
業

場
ま
で
来
て
、
作
業
の
様
子
な
ど
も
見

学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
弊
社
社
長

の
説
明
に
も
熱
心
に
耳
を
傾
け
、
質
疑

も
多
く
寄
せ
ら
れ
建
設
に
対
す
る
熱
意

が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
実
際
に
加

工
中
の
柱
や
梁
な
ど
を
間
近
で
見
て
、 

   

材
木
の
大
き
さ
に
目
を
見
張
り
見
入
っ
て
い
ま

し
た
。 

 
 

上
棟
式
当
日
も
朝
か
ら
日
が
照
り
付
け
、
気

温
も
上
昇
し
暑
い
日
で
し
た
が
、
役
員
や
建
設

委
員
の
方
々
が
朝
か
ら
駆
け
付
け
準
備
に
追
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
二
時
半
か
ら
上
棟
式
が
始
ま

り
、
最
初
に
ご
住
職
に
よ
る
法
要
を
行
い
、
参

加
者
全
員
で
工
事
の
安
全
祈
願
を
願
い
な
が
ら

焼
香
を
い
た
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
弊
社
の
大

工
に
よ
る
工
匠
の
儀
に
う
つ
り
、
上
棟
式
の
装

束
に
身
を
包
ん
だ
工
匠
頭
の
小
澤
棟
梁
と
、
大

工
の
山
田
と
葛
城
が
行
い
ま
す
。
棟
納
め
の
儀

で
は
、
小
澤
棟
梁
の
威
勢
の
い
い
掛
け
声
と
も

に
山
田
と
葛
城
が
か
け
や
を
棟
に
振
り
降
ろ
し

棟
を
納
め
ま
す
。
次
の
鳴
弦
式
で
は
棟
の
両
側

に
分
か
れ
、
弦
を
鳴
ら
し
て
邪
気
を
払
い
ま
す
。

そ
し
て
散
米
の
儀
と
し
て
、
工
匠
頭
の
小
澤
が

屋
根
の
上
で
米
と
塩
を
撒
き
清
め
て
終
了
し
ま

し
た
。 

 

最
後
の
餅
ま
き
に
は
檀
家
の
皆
様
も
参
加
し
、

沢
山
の
お
餅
を
拾
い
、
一
緒
に
本
堂
の
上
棟
を

お
祝
い
し
ま
し
た
。
そ
の
後
の
祝
斎
で
は
建
設

委
員
や
総
代
さ
ん
と
、
和
や
か
に
談
笑
し
楽
し

い
時
間
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 
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八
月
二
一
日
に
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
の

瑞
雲
院
様
で
行
わ
れ
て
い
る
、
浜
松
市
指
定
有

形
文
化
財
の
鐘
楼
堂
保
存
工
事
で
上
棟
式
を
行

い
ま
し
た
。
例
年
に
な
く
暑
さ
の
厳
し
い
日
が

続
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
代
の
方
々

や
檀
家
の
皆
様
、
浜
松
市
の
文
化
財
の
担
当
者

そ
し
て
監
理
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
静
岡
県
伝
統
建
築

技
術
協
会
の
方
も
参
列
し
、
滞
り
な
く
上
棟
式

を
終
え
る
と
こ
が
で
き
ま
し
た
。 

 

 

鐘
楼
は
礎
石
の
み
残
し
全
解
体
を
し
て
、
傷

ん
で
い
る
部
分
を
新
し
い
も
の
に
替
え
組
上
げ

を
し
て
元
の
状
態
に
戻
し
ま
す
。
棟
札
に
よ
る

と
こ
の
鐘
楼
堂
は
二
六
六
年
前
（
江
戸
時
代
・

中
期
あ
た
り
）
に
建
立
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
部
分

修
理
の
み
で
一
度
も
全
解
体
修
理
は
行
わ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
保
存
工
事
に
よ
っ
て
、

数
百
年
先
ま
で
文
化
財
と
し
て
後
世
に
受
け
継

が
れ
、
地
域
の
方
々
に
大
事
に
し
て
い
た
だ
け

た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 

           

ま
た
七
月
に
は
近
く
の
犬
居
小
学
校
の
全

校
生
徒
を
招
待
し
て
、
鐘
楼
堂
保
存
修
理
工
事

見
学
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
組
上
げ
途
中
の
鐘
楼

を
見
て
、
文
化
財
保
存
修
理
の
勉
強
と
、
宮
大

工
の
仕
事
に
つ
い
て
学
ぶ
い
い
機
会
に
な
っ
た

と
思
い
ま
す
。
見
学
後
は
鉋
削
り
の
体
験
を
し
、

宮
大
工
の
技
を
感
じ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 
 

   

静
岡
県
の
技
能
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
は
平
成
一

八
年
に
創
設
さ
れ
、
弊
社
の
社
長
は
平
成
一
九

年
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
数
年
は
県
内
の

小
中
学
校
か
ら
の
依
頼
が
多
数
あ
り
、
出
前
講

座
と
し
て
講
演
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

内
容
と
し
て
は
宮
大
工
の
仕
事
を
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー
で
見
な
が
ら
説
明
を
し
て
、
鉋
削
り
の

体
験
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。
ど
の
子
も
鉋
削
り

は
初
め
て
の
体
験
な
の
で
大
喜
び
で
し
た
。
ま

た
、
七
月
の
出
前
講
座
の
様
子
を
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と

テ
レ
ビ
静
岡
の
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
で
放
送
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

鐘
楼
堂
の
上
棟
式
と
見
学
会 

  

マ

イ

ス

タ

ー

出

前

講

座 

  

真剣に話を聞いてくれるので、 

話す方も一生懸命です。 

将来大工になりたい子がでるかも？ 



「
役
立
つ
損
害
保
険
の
特
約
」 

 
 

 
 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
水
災
危
険
補
償
特
約
」 

 

二
〇
一
八
年
六
月
末
か
ら
七
月
初
め
、
台
風
七

号
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
西
日
本
を
中
心
に
大
雨

が
降
り
ま
し
た
。
「
平
成
三
〇
年
七
月
豪
雨
」
と

気
象
庁
が
命
名
し
た
こ
の
災
害
は
、
過
去
に
例
の

な
い
ほ
ど
の
降
水
量
を
記
録
し
、
全
国
で
死
者
二

二
一
名
、
行
方
不
明
者
九
名
、
一
七
三
二
件
の
土

砂
災
害
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
（
消
防

庁
、
及
び
国
交
省
発
表
、
八
月
ニ
一
日
現
在
） 

 

今
回
の
豪
雨
に
限
ら
ず
、
昨
今
は
ゲ
リ
ラ
豪
雨

に
よ
っ
て
局
地
的
に
降
水
量
が
増
え
て
、
土
砂
災

害
と
な
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
特
に
近
く
に
山
や
崖
が
あ
る
場
合
、
こ
の
様

な
土
砂
災
害
（
崖
崩
れ
や
、
鉄
砲
水
な
ど
）
に
遭

う
可
能
性
は
、
皆
無
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み

に
土
砂
災
害
に
よ
り
、
ご
寺
院
の
建
物
に
損
害
が

あ
っ
た
場
合
、
店
舗
総
合
保
険
（
火
災
保
険
）
に

加
入
し
て
い
れ
ば
、
水
害
保
険
金
と
し
て
保
険
金

が
支
払
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
床
上
四
五
㎝
以
上
の

浸
水
被
害
か
、
建
物
の
評
価
額
の
三
〇
％
以
上
の

損
害
が
あ
っ
た
場
合
に
支
払
わ
れ
る
為
、
そ
れ
未

満
の
損
害
の
場
合
に
は
、
保
険
金
は
支
払
わ
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
仮
に
支
払
い
の
条
件
が
足
り
て
い
て

も
、
罹
災
時
に
受
け
取
れ
る
保
険
金
は
、
損
害
額

の
七
〇
％
ま
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

店
舗
総
合
保
険
に
は
、
こ
の
様
な
デ
メ
リ
ッ

ト
を
解
消
す
る
特
約
に
「
水
災
危
険
補
償
特
約
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
特
約
を
付
け
る

と
、
床
上
四
五
㎝
未
満
の
浸
水
被
害
や
、
評
価
額

の
三
〇
％
未
満
の
損
害
で
あ
っ
て
も
、
損
害
額
の

一
〇
〇
％
が
保
険
金
と
し
て
支
払
わ
れ
ま
す
。 

店
舗
総
合
保
険
に
付
帯
で
き
る
こ
の
特
約

は
、
加
入
す
る
建
物
の
所
在
地
に
関
す
る
チ
ェ
ッ

ク
項
目
に
よ
っ
て
、
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す
。
周

辺
地
域
と
比
べ
て
低
く
な
っ
て
い
な
い
か
？
過
去

に
洪
水
・
高
潮
被
害
に
遭
っ
た
事
は
な
い
か
？
近

く
に
河
川
が
な
い
か
？
海
岸
か
ら
近
い
か
？
近
く

に
崖
が
な
い
か
？
な
ど
の
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、

リ
ス
ク
区
分
「
小
、
中
、
大
、
著
大
」
を
分
別
し

ま
す
。 

特
約
保
険
料
は
、
リ
ス
ク
区
分
が
「
大
」
の

木
造
建
物
（
構
造
級
別
３
級
）
の
場
合
、
保
険
金

額
一
〇
〇
〇
万
円
あ
た
り
、
三
九
〇
〇
円
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
な
お
、
リ
ス
ク
区
分
が
著
大
に
な

っ
て
し
ま
う
と
、
引
受
不
可
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。 

「
被
害
者
対
応
費
用
特
約
」 

境
内
に
お
い
て
、
ご
寺
院
の
管
理
不
備
や
過

失
に
よ
っ
て
、
第
三
者
へ
損
害
を
与
え
て
し
ま
っ

た
場
合
、
法
律
上
の
賠
償
責
任
が
発
生
し
ま
す
。

例
え
ば
、
境
内
の
木
が
強
風
で
倒
れ
、
お
墓
参
り

に
来
た
お
檀
家
さ
ん
の
車
に
損
害
を
与
え
て
し
ま

っ
た
な
ど
と
い
う
場
合
に
は
、
倒
れ
た
木
の
管
理

責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
木
が
倒
れ

た
原
因
が
、
管
理
す
る
側
の
不
備
や
過
失
だ
っ
た

場
合
に
は
、
与
え
て
し
ま
っ
た
損
害
を
弁
償
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
車
や
物
に
対
し
て
損
害
を

与
え
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
修
理
費
を
、
人
に
対

し
て
ケ
ガ
な
ど
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、

治
療
費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

様
な
事
故
の
際
に
、
施
設
所
有
管
理
者
賠
償
責
任

保
険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、
損
害
額
に
応
じ
て
保

険
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
保
険
は
賠

償
保
険
で
す
の
で
、
ご
寺
院
側
に
不
備
や
過
失
な

か
っ
た
場
合
、
保
険
金
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。
例

え
ば
、
お
墓
参
り
に
来
ら
れ
た
方
が
、
蜂
に
刺
さ

れ
て
し
ま
っ
た
（
蜂
の
巣
が
見
当
た
ら
な
い
場

合
）
と
か
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
で
転
ん
で
ケ
ガ
を

し
た
な
ど
、
ご
寺
院
の
不
備
や
過
失
と
は
な
ら
な

い
ケ
ー
ス
で
は
保
険
金
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ

の
様
に
ご
寺
院
の
不
備
や
過
失
で
は
な
い
が
、
境

内
で
お
檀
家
さ
ん
な
ど
が
ケ
ガ
を
さ
れ
た
場
合
に

は
、
お
見
舞
金
（
お
見
舞
品
）
を
お
渡
し
す
る
こ

と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
に
は
、
施
設

所
有
管
理
者
賠
償
責
任
保
険
に
「
被
害
者
対
応
費

用
特
約
」
を
付
け
て
お
く
と
、
被
害
者
一
名
二
万

円
ま
で
補
償
さ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
保
険
料
は
、

施
設
の
用
途
（
寺
院
建
物
、
墓
地
な
ど
）
と
そ
の

面
積
、
補
償
す
る
金
額
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。 



 

睡
眠
負
債
と
は
ア
メ
リ
カ
の
ス
タ
ン
フ
ォ

ー
ド
大
学
の
教
授
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
言
葉

で
、
日
々
の
睡
眠
不
足
が
借
金
の
よ
う
に
積

み
重
な
り
、
心
身
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
状
態
の
こ
と
で
す
。
一
日
三
時
間
の

睡
眠
の
生
活
を
続
け
る
よ
う
な
睡
眠
不
足
は
、

ス
ト
レ
ス
や
疲
労
の
影
響
で
生
活
の
質
が
低

下
す
る
な
ど
、
様
々
な
リ
ス
ク
が
高
く
な
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
一
日
六
時
間
程
度
眠
り
、
自
分

で
は
睡
眠
に
問
題
が
な
い
と
思
っ
て
い
る
人

で
も
、
実
は
わ
ず
か
に
睡
眠
が
足
り
て
い
な

い
た
め
に
借
金
（
負
債
）
の
よ
う
に
蓄
積
す
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
の
研
究

で
睡
眠
負
債
は
脳
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
低

下
に
と
ど
ま
ら
ず
、
様
々
な
病
の
リ
ス
ク
を

高
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

二
〇
一
四
年
に
ア
メ
リ
カ
の
シ
カ
ゴ
大
学
が

行
っ
た
研
究
で
は
、
実
験
的
に
睡
眠
を
不
足

さ
せ
た
マ
ウ
ス
は
が
ん
細
胞
が
増
殖
し
や
す

く
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
そ
う
で
す
。
本
来

な
ら
が
ん
細
胞
を
攻
撃
す
る
は
ず
の
免
疫
細

胞
が
、
睡
眠
不
足
の
場
合
は
が
ん
細
胞
の
増

殖
を
手
助
け
す
る
よ
う
な
可
能
性
が
見
え
て

き
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

そ
し
て
東
北
大
学
が
二
万
三
九
九
五
人
の

女
性
を
七
年
間
追
跡
し
、
睡
眠
時
間
と
乳
が

ん
の
発
症
リ
ス
ク
の
関
係
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、

平
均
睡
眠
時
間
が
六
時
間
以
下
の
人
は
、
七

時
間
寝
て
い
る
人
に
対
し
て
乳
が
ん
の
リ
ス

ク
が
一
・
六
倍
に
な
っ
た
と
い
う
研
究
も
あ

り
ま
す
。 

ま
た
も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、

睡
眠
負
債
と
認
知
症
の
リ
ス
ク
の
関
連
で
す
。

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
マ
ウ
ス
を
使
っ
た

実
験
で
は
、
睡
眠
中
に
ア
ミ
ロ
イ
ド
ベ
ー
タ

と
呼
ば
れ
る
脳
の
ゴ
ミ
が
排
出
さ
れ
る
こ
と

を
突
き
止
め
ま
し
た
。
ア
ミ
ロ
イ
ド
ベ
ー
タ

と
は
認
知
症
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
ア
ル
ツ

ハ
イ
マ
ー
病
の
原
因
物
質
と
も
言
わ
れ
て
お

り
、
発
症
の
二
〇
～
三
〇
年
前
か
ら
蓄
積
す

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
働
き
盛
り

の
時
期
に
十
分
な
睡
眠
を
と
っ
て
い
な
い
と
、

数
十
年
先
に
認
知
症
に
な
る
リ
ス
ク
を
高
め

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

 

で
は
自
分
に
睡
眠
負
債
が
あ
る
か
ど
う
か
、

ど
う
す
れ
ば
見
極
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ひ
と
つ
の
目
安
は
「
寝
だ
め
」
が
起
き
る
か
ど

う
か
で
す
。
週
末
に
光
が
入
ら
な
い
よ
う
寝

室
の
遮
光
を
し
っ
か
り
し
て
、
時
計
や
携
帯

電
話
な
ど
時
間
が
わ
か
る
も
の
を
持
た
ず
に

寝
て
み
ま
す
。
そ
し
て
眠
気
が
な
く
な
る
ま

で
ぐ
っ
す
り
と
寝
ま
す
。（
目
が
覚
め
て
も
眠

気
が
の
こ
っ
て
い
る
場
合
は
二
度
寝
し
て
く

だ
さ
い
）
睡
眠
時
間
が
通
常
よ
り
も
二
時
間

以
上
長
く
な
っ
た
場
合
は
睡
眠
負
債
が
あ
る

と
思
っ
た
方
が
い
い
そ
う
で
す
。 

睡
眠
負
債
が
あ
る
と
わ
か
っ
た
ら
、
平
日

の
睡
眠
時
間
を
い
ま
よ
り
ち
ょ
っ
と
だ
け
多

め
に
し
、
週
末
も
同
じ
睡
眠
時
間
に
す
る
こ

と
で
す
。
週
末
の
寝
だ
め
は
生
活
の
リ
ズ
ム

が
乱
れ
、
平
日
の
睡
眠
に
支
障
が
で
て
負
債

を
ふ
や
す
リ
ス
ク
が
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
日
本
人
の
睡
眠
時
間
は
少
し
づ
つ
短
く

な
り
続
け
て
い
ま
す
。
経
済
協
力
開
発
機
構

の
調
査
で
は
日
本
人
の
睡
眠
時
間
は
七
時
間

四
三
分
で
、
二
九
ヵ
国
中
二
番
め
に
短
い
と

い
う
結
果
で
し
た
。 

最
後
に
よ
い
睡
眠
を
と
る
た
め
に
、
ベ
ッ

ド
で
の
ス
マ
ホ
は
厳
禁
、
午
前
中
に
太
陽
の

光
を
浴
び
る
よ
う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。 

知って得する  睡眠負債の話 


