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昨
年
、
災
害
等
で
倒
壊
し
た
神
社
を
毎
年
一
社
寄
贈
し

て
い
く
「
災
害
被
災
神
社
再
建
・
地
域
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
創
建
グ
ル
ー
プ
。
子
会
社
に
は
、
世

界
で
唯
一
、
宮
大
工
の
技
を
再
現
で
き
る
工
場
を
持
つ
伝

説
の
住
宅
会
社
・
木
の
城
た
い
せ
つ
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
行
委
員
長
で
あ
り
、
株
式
会

社
創
建
代
表
取
締
役
会
長
・
吉
村
孝
文
氏
が
寄
贈
す
る
神

社
の
選
定
等
を
相
談
し
て
い
る
の
は
出
雲
大
社
・
千
家
尊

祐
宮
司
で
す
。

　
「
今
ま
で
は
人
の
住
む
家
を
造
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
神

様
の
住
む
家
を
造
ら
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
、
非
常
に
あ

り
が
た
い
事
業
に
巡
り
合
う
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
そ
の

お
か
げ
で
い
ろ
い
ろ
な
不
思
議
な
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
出
雲
大
社
の
千
家
宮
司
に
ご
相
談
さ
せ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、
毎
年
一
社
、
神
社
の
寄
贈
が
で
き
れ
ば
非

常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
し
、
今
後
ず
っ
と
継
続
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
吉
村
氏
。

　

昨
年
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
1
弾
と
し
て
、
熊
本
地
震

で
倒
壊
し
た
熊
本
白
山
姫
神
社
を
無
償
で
再
建
し
ま
し
た
。

第
2
弾
と
な
る
の
が
、
福
島
県
双
葉
町
の
諏
訪
神
社
の
再

建
・
復
興
で
す
。

神
社
の
継
承
が
風
前
の
灯
火
と
な
っ
て
い
る
、
と
福
島

県
神
社
庁
長
・
丹
治
正
博
氏
は
訴
え
ま
す
。

今
な
お
大
地
震
、
津
波
、
原
発
事
故
と
い
う
未
曾
有

の
複
合
災
害
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
福
島
県
の
神
社

を
再
建
し
、
地
域
復
興
の
象
徴
に
し
よ
う
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
動
し
ま
し
た
。

地
域
の
人
々
の
心
の
拠
り
所
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
核
で
あ
る
神
社
を
救
う
こ
と
は
日
本
の
魂
を

救
う
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
日
本
を
救
っ
て
い
く
こ
と

で
も
あ
る
の
で
す
。

日
本
の
魂
を
救
え
！

福
島
県
双
葉
町
の
諏
訪
神
社
を
無
償
で
建
築
し
寄
贈
す
る

「
災
害
被
災
神
社
再
建
・
地
域
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
第
2
弾 

始
動
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「災害被災神社再建・地域復興プロジェクト」第 1 弾として、熊本地震で倒壊した
熊本白山姫神社が再建されました。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
国
と
福
島
県
が
整
備
す
る
国
営

の
追
悼
祈
念
施
設
「
福
島
県
復
興
祈
念
公
園
」
を
見
下
ろ

す
高
台
に
鎮
座
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
二
点
が
福
島

県
の
神
社
復
興
の
象
徴
的
な
存
在
に
な
る
、
と
い
う
こ
と

で
推
薦
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

　
先
進
的
な
復
興
事
例

　

福
島
県
神
社
庁
が
今
取
り
組
ん
で
い
る
「
合
祭
殿
」
に

つ
い
て
も
、
少
し
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

帰
還
困
難
区
域
に
鎮
座
す
る
44
社
、
こ
れ
に
加
え
津
波

で
全
壊
、
も
し
く
は
流
出
し
た
神
社
も
相
当
数
に
上
っ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
も
地
域
住
民
が
帰
還
で
き
な
い
こ
と
か

ら
再
建
も
進
ん
で
お
ら
ず
、
お
祭
り
も
で
き
な
い
と
い
う

状
況
に
あ
り
、
存
続
さ
え
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ

こ
で
、
取
り
残
さ
れ
た
神
社
の
御
分
霊
を
ま
と
め
て
お
祀

り
を
す
る
「
合
祭
殿
」
を
建
設
、
国
営
の
「
福
島
県
復
興

さ
れ
ま
し
た
。
大
震
災
直
後
の
8
月
、
福
島
県
神
社
庁
は

特
別
な
許
可
を
い
た
だ
い
て
、
こ
の
2
4
0
社
ほ
ど
の
神

社
す
べ
て
の
御
分
霊
を
お
取
り
し
ま
し
た
。

　

そ
も
そ
も
神
社
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
土
地
を
お
守
り

い
た
だ
く
ご
存
在
で
す
の
で
、
住
民
が
帰
還
で
き
る
時
ま

で
土
地
を
お
守
り
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
神
社
か
ら
御
神
体
を
救
出
し
持
ち
出
す
と
い
う

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
万
が
一
、
永

久
に
人
が
立
ち
入
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
想
定
し
て
、
御

分
霊
を
お
取
り
し
た
わ
け
で
す
。

　

や
が
て
除
染
が
進
み
、
避
難
区
域
が
徐
々
に
解
除
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
帰
還
困
難
区
域
に
指
定
さ
れ
た

大
熊
町
、
双
葉
町
に
は
今
な
お
44
社
の
神
社
が
取
り
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
津
波
で
全
壊
、
も
し
く
は
流
出

し
た
神
社
、
約
30
社
の
再
建
の
メ
ド
も
ま
っ
た
く
立
っ
て

い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

　

神
社
は
地
域
の
人
々
の
心
の
拠
り
所
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
核
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
神
社
の
継
承
が
風
前
の
灯
火
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
神
社
復
興
の
象
徴
的
な
存
在
に

　

そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
出
雲
大
社
・
千
家
尊
祐
宮
司

様
を
通
じ
て
、
株
式
会
社
創
建
様
に
よ
る
被
災
神
社
再
建

に
つ
い
て
の
打
診
を
い
た
だ
き
、
福
島
県
神
社
庁
で
は
双

葉
町
の
諏
訪
神
社
を
ご
推
薦
申
し
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
理

由
は
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

諏
訪
神
社
は
、
ま
さ
に
津
波
の
襲
来
か
ら
被
災
者
た
ち

の
命
を
守
っ
た
、
か
け
が
え
の
な
い
神
社
だ
か
ら
で
す
。

大
震
災
発
生
時
、
近
隣
地
域
の
住
民
約
50
人
が
子
供
た
ち

を
抱
え
、
神
社
へ
の
石
段
を
駆
け
上
り
ま
し
た
。
そ
し
て

壊
れ
た
社
殿
の
残
骸
を
燃
や
し
た
焚
き
火
で
暖
を
と
っ
て

励
ま
し
合
い
、
救
出
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
待
っ
た
の
で
す
。

神
社
の
継
承
が
風
前
の
灯
火
と
な
っ
て
い
ま
す

　

福
島
県
に
は
神
社
が
3
0
3
5
社
あ
り
、
全
国
で
も
非

常
に
神
社
数
の
多
い
県
の
一
つ
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
の
被
災
三
県
の
中
で
も
、
福
島
県
は
大

地
震
と
津
波
に
加
え
、
原
発
事
故
と
風
評
被
害
、
ま
さ
に

未
曾
有
の
複
合
災
害
に
み
ま
わ
れ
ま
し
た
。
震
災
か
ら
8

年
以
上
が
経
過
し
た
今
で
も
、
県
の
総
面
積
の
7
パ
ー
セ

ン
ト
が
避
難
区
域
に
指
定
さ
れ
、
4
万
人
以
上
の
県
民
が

県
の
内
外
で
不
自
由
な
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
し
て
、
人
口
減
少
の
問
題
は
深
刻
で
、
大
震
災
直
前
の

平
成
23
年
の
3
月
1
日
時
点
で
の
県
の
人
口
は
2
0
2
万

人
、
今
年
2
月
1
日
時
点
で
は
1
8
5
万
人
と
、
実
に

16
万
7
千
人
以
上
も
減
少
し
て
お
り
、
今
な
お
こ
の
減
少

は
止
ま
り
ま
せ
ん
。

　

福
島
県
の
面
積
は
北
海
道
、
岩
手
県
に
次
い
で
全
国
3

位
の
広
さ
で
あ
り
、
1
万
3
7
8
0
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

こ
の
う
ち
、
原
子
力
災
害
に
よ
っ
て
避
難
区
域
に
指
定
さ

れ
た
面
積
は
、
平
成
30
年
の
時
点
で
県
全
体
の
約
7
パ
ー

セ
ン
ト
、
9
6
4
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
東
京
都
の
約

半
分
に
相
当
し
ま
す
。

　

こ
の
避
難
区
域
の
中
に
神
社
が
2
4
0
社
ほ
ど
取
り
残

　

平
成
23
（
2
0
1
1
）
年
の
東
日
本
大
震
災
で
甚
大
な

被
害
を
負
っ
た
双
葉
町
の
諏
訪
神
社
。
震
災
前
は
地
域
住

民
の
拠
り
所
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
、
被
災
か

ら
8
年
が
経
過
し
て
も
再
建
が
実
現
で
き
な
い
状
況
に
あ

り
ま
し
た
。

　
「
災
害
被
災
神
社
再
建
・
地
域
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
は
た

ん
に
神
社
の
建
築
物
を
再
建
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
と
木
の

城
た
い
せ
つ
代
表
取
締
役
社
長
・
吉
村
直
巳
氏
は
訴
え
ま
す
。

「
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、神
社
を
支
え
る
地
域
住
民
の
方
々

の
心
の
再
建
、
震
災
に
よ
っ
て
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
お
祭
り

等
の
生
活
基
盤
の
再
建
、
そ
れ
ら
を
ベ
ー
ス
と
す
る
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
建
に
も
繋
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
回

は
諏
訪
神
社
の
再
建
と
共
に
、
地
域
の
お
祭
り
の
復
活
等
、

ソ
フ
ト
の
部
分
に
関
し
て
も
支
援
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
、
木
の
城
た
い
せ
つ
の
宮
大
工

の
社
寺
仏
閣
の
伝
統
工
法
の
技
術
を
全
国
の
方
々
に
知
っ
て

い
た
だ
き
、
災
害
大
国
に
っ
ぽ
ん
に
、
災
害
に
強
く
、
耐
久

性
の
高
い
、
こ
の
工
法
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
貢
献

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
」

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
2
弾
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
福

島
県
双
葉
町
の
諏
訪
神
社
に
決
ま
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、

そ
の
深
い
意
義
を
福
島
県
神
社
庁
長
・
丹
治
正
博
氏
の
言

葉
か
ら
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

神
社
を

継
承
し
て
い
く

た
め
に

祈
念
公
園
」
と
連
携
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
福
島
県
神

社
庁
の
構
想
で
す
。

　
「
福
島
県
復
興
祈
念
公
園
」
の
基
本
計
画
の
中
に
、
ふ
る

さ
と
と
人
々
を
結
ぶ
場
、
民
俗
芸
能
等
の
伝
統
行
事
継
承

の
場
と
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
機
能
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し

た
。
公
園
の
中
に
は
「
お
祭
り
広
場
（
仮
称
）」
の
建
設
も

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
合
祭
殿
」
に
氏
子
の
人
々
が
集
い
、
神
事
や
お
祭
り
を

執
り
行
う
。「
お
祭
り
広
場
（
仮
称
）」
は
子
供
達
に
よ
る

神
楽
、
流や

ぶ

鏑さ

馬め

、
山
車
の
引
き
回
し
、
子
供
相
撲
等
の
稽

古
や
発
表
の
場
に
す
る
。
そ
し
て
、
神
事
と
伝
統
行
事
を

連
携
さ
せ
よ
う
。
現
在
、
そ
の
よ
う
な
計
画
を
福
島
県
神

社
庁
は
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

公
営
施
設
の
中
で
神
事
を
執
り
行
う
こ
と
は
今
の
憲
法

上
、
政
教
分
離
の
原
則
が
あ
る
た
め
に
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

あ
く
ま
で
公
園
に
隣
接
し
た
場
所
、
も
し
く
は
公
園
用
地

と
区
分
け
さ
れ
た
場
所
に
建
て
た
「
合
祭
殿
」
で
神
事
を

執
り
行
い
、
復
興
祈
念
公
園
の
中
で
伝
統
行
事
を
守
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
復

興
事
例
を
、
こ
れ
か
ら
全
国
各
地
で
予
想
さ
れ
る
自
然
災

害
に
よ
り
被
災
し
、
復
興
を
目
指
す
神
社
の
先
進
的
な
復

興
事
例
に
し
た
い
の
で
す
。

　

こ
の
契
機
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
、
今
回
の
「
災

害
被
災
神
社
再
建
・
地
域
復
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
、
諏

訪
神
社
の
再
建
・
奉
納
と
い
う
大
英
断
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

大
き
な
自
然
災
害
の
直
後
は
、
ど
う
し
て
も
神
社
の
再

建
は
二
の
次
、
三
の
次
で
、
人
々
の
生
活
の
復
旧
が
ま
ず

第
一
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
気
が
つ
い
て
み
た
ら
神
社

が
無
く
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、

今
ま
さ
に
我
々
が
し
っ
か
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
皆
様
方
に
も
ご
理
解
と
、
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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木の城たいせつ代表取締役社長・吉村直巳氏。
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）


