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古佛眼山 龍蔵寺 

龍
蔵
寺
会
館
改
修
工
事 

 

去
る
四
月
十
七
日
に
世
話
人
会
を
開
催
し
、
会
館

の
改
修
に
つ
い
て
も
報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
手

順
が
前
後
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
大
い
に
賛
同
頂

き
、
五
月
連
休
明
け
か
ら
工
事
に
取
り
か
か
り
ま

す
。
七
月
初
旬
に
は
完
成
予
定
で
す
。 

 

施
工
会
社
さ
ん
の
見
積
も
り
は
約
八
〇
〇
万
円
で

し
た
が
、
多
く
の
檀
信
徒
の
ご
寄
進
を
頂
き
、
着
工

に
踏
み
切
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
ご
寄
進
を
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
支
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。
一
口
一
万
円
か
ら
と
な
り
ま
す
。
寺

務
所
ま
で
。
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
へ
の
振
り
込
み
で
も
受

け
付
け
て
お
り
ま
す
。 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 
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龍
蔵
寺
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倶
会
堂
阿
弥
陀
如
来
の
光
背
散
華 

 

令
和
四
年
五
月
の
開
眼
法
要
に
向
け
て
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。
ご
本
尊
様
に
つ
い
て
は
年
内
に
据
え

付
け
作
業
を
行
う
予
定
で
す
が
、
背
後
に
木
製
の
散

華
を
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
、
花
を
添
え
ら
れ
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
願
い
事
を
書
い

て
頂
き
、
奉
納
頂
け
る
と
良
い
ご
縁
ご
供
養
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
年
の
お
盆
頃

か
ら
受
付
を
開
始
予
定
で
す
。 

そ
の
他 

 

本
堂
裏
の
石
垣
工
事
、
境
内
ベ
ン
チ
、
本
堂
登
高

座
、
磬
・
磬
架
の
購
入
、
ぬ
か
る
み
の
整
地
な
ど
、

施
主
と
し
て
ご
寄
進
頂
け
る
場
合
は
、
寺
務
所
ま
で

ご
一
報
く
だ
さ
い
。 
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龍蔵寺 寺報  お盆とお施餓鬼のご案内 

お
盆
を
迎
え
る 

 

正
し
く
は
盂
蘭
盆
会
と
い
う
お
盆
は
、
我
が
子
へ

の
愛
情
が
、
慳
貪
（
け
ん
ど
ん
・
物
惜
し
み
）
の
罪

に
問
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
餓
鬼
道
に
落
ち
た
母
親
を

救
い
出
す
物
語
を
通
じ
、
父
母
の
愛
、
特
に
母
親
へ

の
恩
を
子
供
に
教
え
る
行
事
で
す
。
（
３
ペ
ー
ジ
に

説
明
が
あ
り
ま
す
） 

人
に
は
必
ず
両
親
が
い
ま
す
。

生
き
て
い
よ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
こ
の
時
ば
か
り
は

集
ま
り
再
会
し
、
で
き
な
か
っ
た
親
孝
行
を
す
る
。

そ
れ
が
お
盆
で
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
、
何
事
も
な
か
な
か
思
う

よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
一
方
で
普
段
は
見
え
な

か
っ
た
有
り
難
み
に
、
多
く
の
方
が
気
付
く
と
い
う

発
見
も
多
々
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
四
六
時
中
マ
ス
ク

を
し
て
い
ま
す
が
、
気
を
許
し
て
マ
ス
ク
を
外
せ
る

の
は
や
は
り
家
族
の
間
だ
け
、
た
と
え
感
染
し
た
と

し
て
も
、
仕
方
な
い
と
思
え
る
の
が
家
族
と
い
う
も

の
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

お
盆
に
自
宅
に
帰
っ
て
き
た
仏
様
、
霊
を
供
養
す

る
た
め
に
僧
侶
を
呼
ん
で
お
経
を
読
ん
で
も
ら
う
の

が
棚
経
で
す
。
今
で
も
加
須
市
内
の
新
盆
を
迎
え
る

檀
家
の
お
宅
に
は
お
伺
い
し
、
お
経
を
唱
え
て

ち
ょ
っ
と
世
間
話
を
し
て
い
ま
す
。
遠
方
の
新
盆
の

方
に
は
七
月
の
新
盆
法
要
に
お
集
ま
り
頂
い
て
い
ま

す
。 

 

最
近
は
お
盆
と
い
っ
て
も
、
旅
行
に
出
か
け
た

り
、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
に
遊
び
に
出
か
け
た
り

と
、
過
ご
し
方
も
様
々
で
す
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
進

捗
次
第
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
今
年
は
一
つ
、
伝
統

的
な
お
盆
の
過
ご
し
方
を
試
さ
れ
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
掌 

住
職 

 

天井画の破損状況 

ご
自
宅
で
の
お
盆
の
準
備 

 

毎
年
の
事
と
し
て
は
、
お
仏
壇
を
き
れ
い

に
掃
除
し
、
お
盆
ま
で
に
そ
の
前
方
に
盆
棚

を
用
意
し
ま
す
。
お
仏
壇
が
な
け
れ
ば
、
部

屋
に
清
浄
な
場
所
を
つ
く
り
整
え
ま
す
。
灯

火
は
八
月
十
三
日
に
お
寺
で
迎
え
火
を
分
け

て
持
ち
帰
り
ま
す
。
迎
え
火
は
ご
先
祖
様
が

無
事
に
家
に
た
ど
り
着
く
た
め
の
目
印
で
、

龍
蔵
寺
で
は
、
朝
六
時
か
ら
夕
方
五
時
ま
で

本
堂
で
迎
え
火
を
灯
し
ま
す
。
七
月
十
五
日

を
お
盆
と
さ
れ
る
場
合
は
、
お
寺
か
ら
迎
え

火
を
持
ち
帰
れ
ま
せ
ん
の
で
、
一
層
真
心
込

め
て
お
灯
し
下
さ
い
。 

盆
棚
の
一
例 

各
家
に
伝
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
の
や
り
方
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
よ
う
に
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。 
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境
内
の
整
備
計
画
と
ご
報
告 

檀
信
徒
の
皆
さ
ま
の
お
声
を
お
聞
き
し
、
境
内
の
改
善
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
施
主
と
し
て
ご
寄
進
さ
れ
た
い
方
は
寺

務
所
ま
で
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。
長
寿
の
報
恩
、
感
謝
、
回

忌
法
要
の
記
念
に
。
そ
れ
ぞ
れ
に
記
銘
し
、
三
〇
万
円
以
上

の
ご
寄
進
は
本
堂
に
も
お
名
前
を
記
し
、
末
永
く
顕
彰
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

会
館
玄
関
入
っ
て
正
面
に
車
い
す
利
用
者
用

の
ト
イ
レ
を
設
け
ま
す
。
授
乳
や
障
碍
が
あ

る
方
の
利
用
も
想
定
し
て
い
ま
す
。 

散
華
（
検
討
中
） 

一
枚
一
枚
裏
側
に
、
檀
信
徒

の
皆
様
に
願
い
事
を
書
い
て
頂
い
て
奉
納
頂
け
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。 
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施
餓
鬼
木
札 

ご
家
族
の
供
養
や
健
康
長
寿
な
ど
、

一
年
の
願
い
事
を
お
書
き
に
な
っ
て
、
翌
年
お
寺
に

お
納
め
く
だ
さ
い
。 

新
盆
供
養
施
餓
鬼
木
札
開
眼
法
要  

七
月
十
一
日
十
四
時
開
式  

 

七
月
十
一
日
（
日
）
十
四
時
か
ら
盆
施
餓
鬼
木
札

の
開
眼
法
要
を
行
い
ま
す
。 

 

新
盆
を
迎
え
る
檀
信
徒
で
、
棚
行
の
供
養
が
で
き

な
い
方
、
加
須
市
外
の
方
に
は
、
盆
施
餓
鬼
木
札
の

開
眼
と
併
せ
、
新
盆
法
要
も
執
り
行
い
ま
す
。
参
加

が
難
し
い
方
向
け
に
、
昨
年
同
様
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

ラ
イ
ブ
で
の
中
継
も
行
う
予
定
で
す
。
当
日
は
以
下

の
ア
ド
レ
ス
に
ア
ク
セ
ス
く
だ
さ
い
。
そ
の
他
の
方

も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。 
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令
和
三
年
の
お
施
餓
鬼
の
ご
案
内 

八
月
一
日
～
九
月
十
八
日  

受
付 

 
 

 

八
月
十
三
日
は
午
前
六
時
～
午
後
五
時 

 
 

 

他
の
日
は
午
前
九
時
～
午
後
四
時 

九
月
十
九
日
（
日
） 

施
餓
鬼
会
法
要 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
前
十
四
時
～
十
五
時 

 
 

 
 

 

※
記
念
の
散
華
を
お
配
り
し
ま
す
。 

九
月
十
九
日
の
施
餓
鬼
会
で
は
木
札
で
供
養
さ
れ

た
お
施
主
様
の
お
名
前
を
仏
前
に
て
読
み
上
げ
ま

す
。
木
札
は
ご
自
宅
の
お
仏
壇
や
清
浄
な
場
所
で
一

年
間
お
祀
り
し
、
翌
年
お
寺
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

本
堂
前
と
寺
務
所
に
古
札
納
箱
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当

日
参
列
さ
れ
た
方
に
は
記
念
の
散
華
を
お
配
り
し
ま

す
。 

盆
施
餓
鬼
の
木
札
は
、
大
き
い
方
が
一
万
円
、
小

さ
い
方
は
五
千
円
で
す
。
特
別
な
お
願
い
事
・
ご
供

養
を
さ
れ
た
い
場
合
は
大
き
い
方
を
選
ば
れ
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
同
封
し
た
申
し
込
み
用
紙
で
お
申

込
く
だ
さ
い
。 

 

受
付
の
混
雑
を
避
け
る
た
め
、
盆
施
餓
鬼
木
札
の

郵
送
で
の
受
付
・
送
付
も
行
っ
て
い
ま
す
。
申
し
込

み
用
紙
と
木
札
の
お
布
施
に
梱
包
郵
送
料
千
円
を
加

え
、
現
金
書
留
で
お
送
り
下
さ
い
。
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

へ
の
振
り
込
み
も
可
能
で
す
。
七
月
十
一
日
の
新
盆

法
要
に
ご
参
列
さ
れ
た
方
は
当
日
お
渡
し
も
で
き
ま

す
。 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 
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龍
蔵
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令
和
三
年
の
お
盆
の
ご
案
内 

 

今
年
の
お
盆
の
日
程
は
次
の
通
り
で
す
。 

八
月
一
日
（
日) 

 

盆
入
り
法
要 

午
前
七
時
～ 

 

お
念
仏
の
会
と
併
せ
て
執
り
行
い
ま
す
。 

 

参
加
自
由 

八
月
十
三
日
（
金
）
～
十
六
日
（
月
） 

 

お
盆
期
間 

八
月
十
三
日
（
金
）
迎
え
火 

 

お
寺
で
の
迎
え
火
の
灯
火
は
午
前
六
時
～ 

 
 

 

午
後
五
時
で
す
。 

八
月
十
六
日
（
月
）
送
り
火 

迎
え
火
・
送
り
火
と
も
に
オ
ガ
ラ
を
夕
方

に
燃
や
し
ま
す
。
オ
ガ
ラ
は
乾
燥
さ
れ
た

麻
の
芯
で
、
悪
を
祓
い
家
を
清
浄
に
清
め

ま
す
。 

切
子
灯
籠 

迎
え
火
と
し
て
本
堂
前
に
お
飾
り

し
ま
す
。
大
工
の
武
井
さ
ん
に
お
願
い
し
て
新

調
致
し
ま
し
た
。
世
界
中
の
仏
教
国
で
同
じ
よ

う
な
提
灯
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
五
月
に

試
験
的
に
取
り
付
け
て
み
ま
し
た
） 

お
盆
と
お
施
餓
鬼 

  

お
盆
の
行
事
は
『
盂
蘭
盆
経
（
う
ら
ぼ
ん
ぎ
ょ

う
）
』
と
い
う
お
経
に
、
施
餓
鬼
と
い
う
行
事
は

『
救
抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
（
ぐ
ば
つ
え
ん
く
が

き
だ
ら
に
き
ょ
う
）
』
と
い
う
お
経
に
基
づ
い
た

も
の
で
、
本
来
は
別
の
行
事
で
す
。
し
か
し
、
時

の
流
れ
と
共
に
、
両
者
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
夏
の
行

事
に
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
は
周

囲
の
寺
を
含
め
、
日
本
中
の
寺
で
、
宗
派
を
越

え
、
二
つ
の
行
事
を
八
月
頃
に
行
っ
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

お
盆
の
行
事
は
ご
先
祖
様
の
供
養
と
思
っ
て
い

る
方
が
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
正
確
に
は
亡
く

な
っ
た
父
母
の
子
供
へ
の
愛
情
と
、
特
に
母
親
へ

の
恩
を
子
供
に
知
ら
せ
る
行
事
で
す
。 

 

『
盂
蘭
盆
経
』
に
は
お
釈
迦
様
の
弟
子
、
目
連

の
母
親
が
餓
鬼
の
世
界
に
堕
ち
、
苦
し
ん
で
い
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
苦
し
み
は
逆
さ

に
吊
さ
れ
て
い
る
苦
し
み
、
イ
ン
ド
の
言
葉
で
は

盂
蘭
盆
（
ウ
ラ
バ
ン
ナ
）
と
言
い
ま
す
。
そ
の
音

か
ら
お
盆
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
で

は
な
ぜ
、
目
連
の
母
親
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
親
で

も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
餓
鬼
の
世
界
に
堕
ち
た
か

と
い
え
ば
、
「
わ
が
子
、
わ
が
子
」
と
い
う
愛
情

が
、
す
べ
て
に
等
し
く
愛
情
を
そ
そ
ぐ
仏
の
目
か

ら
す
れ
ば
、
慳
貪
（
け
ん
ど
ん
・
物
惜
し
み
）
の

罪
に
あ
た
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
結
果
、
も
の
の
得

ら
れ
な
い
餓
鬼
の
世
界
に
堕
ち
、
苦
し
む
こ
と
に

な
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
親
の
「
わ
が
子
、

わ
が
子
」
と
い
う
愛
情
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
私
た

ち
子
供
は
健
康
で
立
派
に
育
っ
た
わ
け
で
、
お
盆
の

お
経
は
、
母
の
苦
し
む
姿
を
通
じ
、
親
の
子
供
へ
の

愛
情
、
あ
る
い
は
親
の
恩
を
感
動
的
に
伝
え
て
い
ま

す
。 

 

一
方
、
餓
鬼
陀
羅
尼
経
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

説
か
れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
弟
子
の
阿
難
の
と

こ
ろ
に
焔
口
と
い
う
餓
鬼
が
現
れ
、
「
お
ま
え
は
三

日
後
に
命
が
つ
き
、
餓
鬼
の
世
界
に
堕
ち
る
」
と
い

い
ま
す
。
驚
い
た
阿
難
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
尋

ね
る
と
、
餓
鬼
へ
の
施
し
と
仏
へ
の
供
養
を
す
れ

ば
、
命
は
延
び
、
救
わ
れ
る
と
教
え
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
が
お
施
餓
鬼
で
す
。 

 

盂
蘭
盆
経
で
は
、
安
居
の
最
後
の
日
に
修
行
僧
に

食
べ
物
を
施
せ
ば
、
母
親
も
救
わ
れ
る
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
旧
暦
の
七
月
十
五
日
、
現
在
の
八
月
頃
が

こ
の
日
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

お
盆
も
お
施
餓
鬼
も
、
餓
鬼
を
救
う
と
い
う
こ
と

を
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
前
者
は
父
母
、

先
祖
を
救
う
こ
と
を
、
後
者
は
自
分
の
命
が
救
わ
れ

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
や
が
て
こ
の
二
つ
の
行
事
は
、
餓
鬼
に
施
し
、

仏
を
供
養
す
れ
ば
、
父
母
や
先
祖
の
救
い
と
自
分
の

命
の
延
命
が
実
現
で
き
る
と
い
う
考
え
に
ま
と
ま

り
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
夏
の
行
事
と

し
て
定
着
し
、
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

改
め
て
父
母
・
ご
先
祖
様
の
恩
に
感
謝
し
、
他
者

へ
の
施
し
、
慈
し
み
が
自
分
た
ち
の
健
康
や
幸
せ
の

因
縁
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。 

八
月
十
三
日
の
お
盆
の
迎
え
火 

お
施
餓
鬼
と
一
体
化
し
た
為
、
棚
に

は
餓
鬼
陀
羅
尼
経
に
あ
る
五
如
来
様


