
    

静
岡
市
葵
区
の
瑞
龍
寺
様
（
曹
洞
宗
）
で
本
堂
・
諸
堂
の
耐
震
改

修
工
事
が
昨
年
か
ら
始
ま
り
、
昨
年
の
一
二
月
二
七
日
に
は
位
牌

堂
内
部
の
上
棟
の
法
要
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
木
造
構
造
部
の
骨
格

が
組
上
が
っ
た
の
で
工
事
安
穏
を
願
い
、
ご
住
職
に
お
経
を
上
げ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

工
事
は
こ
れ
か
ら
も
本
堂
の
屋
根
替
え
工
事
と
耐
震
改
修
工
事

や
、
そ
の
他
の
建
物
の
耐
震
改
修
工
事
や
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
な
ど

を
順
次
進
め
て
来
年
の
五
月
の
完
成
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
だ

ま
だ
工
事
は
続
き
ま
す
が
、
工
事
終
了
後
に
は
檀
家
の
皆
様
に
も

喜
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

瑞
龍
寺
様
は
駿
河
七
ケ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

寺
の
一
つ
で
駿
河
城
を
居 

城
と
し
た
徳
川
家
康
と
は 

交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
そ 

し
て
徳
川
家
康
の
正
室
で 

豊
臣
秀
吉
の
妹
の
旭
姫
の 

お
墓
が
あ
り
、
旭
姫
の
法 

名
が
「
瑞
龍
寺
殿
光
室
総 

旭
大
禅
定
尼
」
と
い
う
こ 

と
か
ら
、
瑞
龍
寺
の
寺
名 

に
な
り
ま
し
た
。 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

神
奈
川
県
伊
勢
原
市
の
蔵
福
寺
様
で
は
、
今
年
の
七
月
の
完
成
に
向
け 

て
工
事
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
屋
根
の
銅
板
工
事
、
外
壁
の
漆
喰
塗
り
な 

ど
の
外
周
り
の
工
事
が
大
方
に
な
り
、
外
部
足
場
が
と
り
は
ず
さ
れ
ま
し 

た
。 現

在
、
内
部
は
天
井
貼
り
も
終
了
し
、
床
貼
り
な
ど
の
内
部
造
作
の
作 

業
を
し
て
お
り
ま
す
。
外
構
工
事
は
側
溝
工
事
が
終
わ
り
、
こ
れ
か
ら 

書
院
北
側
の
石
積
み
工
事
に
、
そ
の
後
雨
落
ち
の
工
事
へ
と
続
き
ま
す
。

本
堂
完
成
後
は
二
期
工
事
と
し
て
ト
イ
レ
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
と
つ
な
ぎ

の
廊
下
の
工
事
を
し
て
完
成
引
渡
し
に
な
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 140 号 発行日平成３１年３月１日   

耐
震
改
修
・
屋
根
替
え
工
事
（
瑞
龍
寺
様
） 

完
成
ま
で
あ
と
少
し 

（
蔵
福
寺
様
） 

上の写真は内陣の来迎柱に旧本堂の既存

の獅子頭を取り付けたところです。この獅子

頭は棟梁の小澤の提案で木鼻の代わりに取

付、ご住職や建設委員の方には喜んでいただ

きました。 

 

mailto:tenpou@mail.wbs.ne.j


    

龍
泉
寺
様(
浜
松
市
浜
北
区
・
曹
洞
宗)

で
は

今
年
の
一
月
の
初
め
か
ら
本
堂
の
改
修
、
補
修

工
事
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
内
陣
の
床
板
を
張

り
替
え
る
に
あ
た
り
、
い
い
機
会
な
の
で
床
下

の
補
強
も
同
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

骨
格
で
あ
る
構
造
は
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す

が
、
経
年
劣
化
に
よ
る
化
粧
部
材
の
傷
み
や
、

床
の
た
わ
み
な
ど
も
補
修
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
手
入
れ
る
こ
と
で
長
く
建
物
を
維
持
で

き
る
こ
と
を
、
ご
住
職
は
十
分
に
理
解
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。 

             

    

そ
し
て
浜
松
市
東
区
小
池
町
に
あ
る
長
泉

寺
様
（
臨
済
宗
方
広
寺
派
）
で
は
位
牌
堂
の
改

修
工
事
が
二
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
主
な
工

事
は
瓦
の
葺
き
替
え
と
畳
の
床
を
補
強
し
な

が
ら
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
張
り
替
え
で
す
。
大
引

を
三
尺
（
九
〇
㎝
）
ピ
ッ
チ
に
入
れ
、
根
太
間

も
一
尺
（
三
〇
㎝
）
ピ
ッ
チ
に
入
替
え
補
強
を

し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
か
ら
屋
根
葺
き
替
え

工
事
を
行
い
、
春
の
お
彼
岸
ま
で
に
完
成
の
予

定
で
工
事
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

             

木
造
の
本
堂
の
場
合
、
屋
根
の
瓦
葺
き
は
百

年
ご
と
の
屋
根
の
葺
き
替
え
を
し
た
ほ
う
が

い
い
で
し
ょ
う
。
屋
根
が
銅
板
葺
き
の
場
合
は

三
〇
年
～
五
〇
年
で
部
分
的
に
補
修
が
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
屋
根
の
葺
き
替
え

工
事
の
時
に
軒
廻
り
の
腐
っ
た
と
こ
ろ
の
点

検
と
部
分
補
修
も
行
い
ま
す
。
軒
廻
り
は
雨
が

あ
た
る
た
め
北
東
の
傷
み
が
早
い
で
す
。
そ
し

て
三
〇
〇
～
四
〇
〇
年
を
目
安
に
全
解
体
修

理
工
事
行
い
、
傷
ん
だ
部
材
の
補
修
や
交
換
す

れ
ば
千
年
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

雨
樋
の
つ
ま
り
も
軽
く
見
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
雨
水
が
あ
ふ
れ
て
外
部
の
木
部
に
あ
た
り
、

そ
こ
か
ら
傷
ん
で
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
や
は
り
雨
が
あ
た
る
と
こ
ろ
の
傷
み

が
早
い
の
で
、
湿
気
の
多
い
所
は
要
注
意
で
す
。 

耐
震
補
強
工
事
を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
や
、

床
が
ぶ
か
ぶ
か
し
て
い
る
な
ど
気
に
な
る
点

な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
弊
社
に
ご
連
絡
い

た
だ
け
れ
ば
無
料
で
見
積
も
り
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
た
本
堂
は
構
造
上
床
を
高
く
作
る
た
め

書
院
と
段
差
が
で
き
て
し
ま
い
ま
す
。
足
の
不

自
由
な
方
や
、
お
年
寄
り
た
め
に
ス
ロ
ー
プ
や
、

手
摺
な
ど
も
施
工
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
見
積
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

木
造
建
造
物
を
長
く
維
持
す
る
た
め
に 



「
布
教
活
動
の
い
ろ
い
ろ
」 

 
 

 
 

 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
動
画
で
法
話
」 

 

春
は
卒
業
や
入
学
、
新
社
会
人
の
入
社
な
ど
の

新
た
な
門
出
の
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。
初
々
し
い

ス
ー
ツ
姿
を
見
る
と
、
自
分
に
も
そ
ん
な
当
時
が

あ
っ
た
事
を
懐
か
し
く
思
い
ま
す
。 

 

私
が
小
学
生
だ
っ
た
頃
の
「
将
来
な
り
た
い
職

業
」
は
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手(

野
球
や
サ
ッ
カ
ー
）
、

運
転
手
（
バ
ス
や
電
車
な
ど
）、
警
察
官
、
医
師
、
先

生
な
ど
が
上
位
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
三
〇
年
経

っ
た
現
在
は
と
い
う
と
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
（
野
球

選
手
一
位
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
二
位
）、
医
師
三
位
、
ゲ

ー
ム
制
作
関
連
四
位
、
建
設
士
五
位
と
な
っ
て
お

り
、
上
位
は
昔
も
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
事
が
わ

か
り
ま
す
。
そ
し
て
六
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
し
た
の

が
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
と
い
う
職
業
で
し
た
。

（
二
〇
一
七
年
度
「
将
来
な
り
た
い
職
業
」
男

児
、
日
本
Ｆ
Ｐ
協
会
調
べ
） 

 

ユ
ー
チ
ュ
ー
バ
ー
と
は
、
「
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
」

と
い
う
無
料
動
画
投
稿
サ
イ
ト
に
自
ら
製
作
し
た

映
像
な
ど
を
投
稿
し
、
広
告
収
入
な
ど
を
収
益
と

す
る
職
業
で
す
。
基
本
的
に
は
、
映
像
を
投
稿
す

る
側
も
、
観
る
側
も
無
料
で
利
用
で
き
ま
す
。
ま

た
広
告
を
掲
載
す
る
企
業
が
広
告
費
を
支
払
う

為
、
制
作
し
た
動
画
の
閲
覧
数
が
多
い
ほ
ど
、
広

告
収
入
も
多
く
な
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。
手
軽

に
始
め
ら
れ
る
反
面
、
閲
覧
数
を
増
や
す
こ
と
は

簡
単
な
事
で
は
な
く
、
生
業
に
で
き
る
の
は
ご
く

一
握
り
の
人
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。
し
か
し
こ

の
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
す
が
、
職
業
と
し
て
収
入
を

得
る
以
外
に
も
、
不
特
定
多
数
の
人
に
閲
覧
し
て

も
ら
え
る
と
い
っ
た
利
点
も
あ
り
、
「
法
話
」
と

い
れ
て
検
索
す
る
と
、
僧
侶
の
方
々
の
法
話
が
た

く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
活
字
よ
り
も
動
画
で
見
る

ほ
う
が
、
言
葉
の
言
い
方
や
、
間
の
取
り
方
、
視

線
の
配
り
方
な
ど
、
法
話
を
話
さ
れ
て
い
る
方
の

真
意
が
伝
わ
り
や
す
く
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。
法
話
以
外
に
も
、
般
若
心
経
や
御
詠
歌
な
ど

の
映
像
も
あ
り
、
布
教
の
方
法
も
時
代
と
と
も
に

変
化
し
て
き
て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

昔
に
比
べ
て
経
済
は
豊
か
に
な
り
、
道
具
も

進
化
し
、
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
世
の
中
の
人
々

も
時
代
の
変
化
（
進
化
）
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
、

必
死
に
生
き
て
い
る
方
が
大
半
な
の
だ
と
思
い
ま

す
。 皆

さ
ん
も
様
々
な
布
教
活
動
を
さ
れ
て
い
る
事
と

思
い
ま
す
が
、
昔
な
が
ら
の
布
教
活
動
以
外
に

も
、
現
代
の
方
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
布
教

活
動
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
動
画
で
お
寺
紹
介
」 

 

東
京
二
三
区
で
一
〇
〇
万
部
以
上
を
発
行
し
て

い
る
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
が
あ
り
ま
す
。
区
単
位
で

そ
の
町
の
様
々
な
情
報
を
掲
載
し
、
無
料
で
配
付

を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
を
発
刊

し
て
い
る
「
一
般
社
団
法
人
日
本
地
域
振
興
新
聞

社
」
は
、
紙
面
で
の
情
報
発
信
以
外
に
も
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に
記
事
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
複
数
の
手
段
で
情
報
（
広
告
）
を
発

信
す
る
事
を
「
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
」
と
言
い
ま

す
。
出
版
業
界
や
広
告
業
界
で
は
、
一
般
的
な
手

法
で
す
が
、
お
寺
の
業
界
で
は
聞
き
な
れ
な
い
言

葉
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
は
こ
の
手
法
を
用
い

た
新
し
い
取
り
組
み
「
動
画
で
お
寺
紹
介
」
に
つ

い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

静
岡
県
富
士
宮
市
出
身
の
里
見
浩
太
朗
さ
ん

が
、
東
京
二
三
区
の
お
寺
を
巡
り
、
そ
の
ご
寺
院

の
歴
史
や
、
日
々
の
活
動
に
つ
い
て
ご
紹
介
す
る

動
画
の
配
信
が
今
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
ご
住

職
と
の
対
談
形
式
で
進
行
す
る
「
里
見
浩
太
朗
の

お
寺
探
訪
」
と
い
う
番
組
で
す
。
動
画
の
配
信
と

同
時
に
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
で
も
同
様
の
内
容
を
記

事
に
し
て
発
信
し
て
い
ま
す
。
製
作
費
は
紙
面
で

の
広
告
費
で
賄
っ
て
お
り
、
ご
寺
院
の
金
銭
的
な

ご
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
東
京
二
三
区
内
で

の
活
動
で
す
が
、
お
寺
の
広
報
の
手
段
と
し
て
今

後
の
展
開
が
楽
し
み
な
取
り
組
み
だ
と
思
い
ま

す
。
「
里
見
浩
太
朗
の
お
寺
探
訪
｜
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
Ｌ

Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｅ
」
と
検
索
す
る
と
、
動
画
を
観
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。
ご
関
心
の
あ
る
方
は
、
是
非
ご
覧

に
な
っ
て
み
て
下
さ
い
。 



 

節
分
に
恵
方
巻
を
食
べ
る
と
い
う
風
習
が

あ
り
ま
す
が
、
今
年
の
一
月
に
農
林
水
産
省

が
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ス
ー
パ
ー
な

ど
の
業
界
団
体
に
対
し
て
、
需
要
に
見
合
う

製
造
・
販
売
を
行
う
よ
う
に
文
書
で
通
知
す

る
と
ニ
ュ
ー
ス
に
な
り
ま
し
た
。
恵
方
巻
に

限
り
ま
せ
ん
が
、
売
れ
残
っ
た
大
量
の
食
品

が
廃
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
だ
食
べ
ら
れ
る
の
に
捨
て
ら
れ
て
い
る

食
べ
物
、
い
わ
ゆ
る
「
食
品
ロ
ス
」
が
日
本
で

は
年
間
約
六
三
二
万
ト
ン
に
上
り
、
こ
れ
は

世
界
中
で
飢
餓
に
苦
し
む
人
々
に
向
け
た
世

界
の
食
料
援
助
量(

平
成
二
六
年
で
年
間
約

三
二
〇
万
ト
ン)

を
大
き
く
上
回
る
量
で
、
日

本
人
一
人
当
た
り
に
換
算
す
る
と
、
毎
日
お

茶
碗
約
一
杯
分(

役
一
三
六
ｇ)

の
ご
飯
を
捨

て
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
食
料

自
給
率
は
三
九
％
（
平
成
二
七
年
度
）
で 

大
半
を
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
一

方
で
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
食
料
を
大
量
に
捨
て

て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。 

 

食
品
ロ
ス
は
食
品
メ
ー
カ
ー
や
卸
、
小
売

店
、
家
庭
な
ど
様
々
な
所
で
発
生
し
て
い
ま

す
。
家
庭
に
お
い
て
も
食
品
ロ
ス
は
、
全
体
の

約
半
数
に
あ
た
る
三
〇
二
万
ト
ン
が
発
生
し

て
い
ま
す
。
食
材
別
に
み
る
と
最
も
多
い
の

は
野
菜
、
次
に
調
理
加
工
品
、
果
実
類
、
魚
介

類
で
、
捨
て
た
理
由
は
「
鮮
度
の
低
下
、
腐
敗
、

カ
ビ
の
発
生
、
消
費
期
限
、
賞
味
期
限
が
過
ぎ

た
」
な
ど
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

加
工
商
品
に
は
「
消
費
期
限
」
と
「
賞
味
期

限
」
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
違

い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
消
費
期
限
」
は
品
質
の
劣
化
が
早
い
食
品

に
表
示
さ
れ
て
い
る
「
食
べ
て
も
安
全
な
期

限
」
の
た
め
、
そ
れ
を
超
え
た
も
の
は
食
べ
な

い
方
が
安
全
で
す
。「
賞
味
期
限
」
は
品
質
の

劣
化
が
比
較
的
遅
い
食
品
に
表
示
さ
れ
て
い

る
「
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
期
限
」
で
、
そ
れ

を
超
え
て
も
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ
な
く
な
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
賞
味
期
限
を
超
え
た

食
品
に
つ
い
て
は
見
た
目
や
臭
い
な
ど
で
個

別
に
判
断
し
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ
う
。
消

費
期
限
や
賞
味
期
限
は
、
表
示
さ
れ
て
い
る

保
存
の
方
法
で
保
存
し
た
場
合
の
開
封
前
の

期
限
で
す
。
一
度
開
封
し
た
ら
期
限
に
か
か

わ
ら
ず
早
め
に
食
べ
ま
し
ょ
う
。
普
段
の
買

い
物
も
安
い
か
ら
と
い
っ
て
買
い
す
ぎ
た
り
、

在
庫
が
あ
る
の
に
同
じ
も
の
を
買
っ
て
し
ま

い
、
腐
ら
せ
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ

と
は
多
く
の
人
が
経
験
し
て
い
る
こ
と
と
思

い
ま
す
。 

 

ま
た
各
家
庭
の
廃
棄
物
が
減
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
治
体
の
ゴ
ミ
処
理
の
コ
ス
ト
の
削

減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。 

 

外
食
時
も
食
べ
残
し
を
し
な
い
た
め
、
食

べ
ら
れ
る
分
だ
け
注
文
を
す
る
、
残
っ
た
も

の
は
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
自
己
責

任
で
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
宴
会
な
ど

の
席
で
は
、
最
初
の
三
〇
分
と
最
後
の
一
〇

分
を
食
事
を
楽
し
む
時
間
と
決
め
る
「
三
〇

一
〇
運
動
」
と
い
う
食
べ
残
し
を
減
ら
す
取

り
組
み
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
〇
一
一
年

長
野
県
松
本
市
の
市
長
が
、
宴
会
の
食
べ
残

し
の
多
さ
を
問
題
視
し
、
市
の
ゴ
ミ
を
担
当

す
る
部
署
と
協
力
し
て
展
開
し
た
運
動
で
す
。 

弊
社
の
新
年
会
で
も
こ
の
運
動
を
実
践
し

た
結
果
食
べ
残
し
も
減
り
、
料
理
も
お
い
し

く
い
た
だ
け
た
の
で
参
加
者
か
ら
は
好
評
で

し
た
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

 
 

知って得する  食品ロスの話 


