
   

 

静
岡
浅
間
神
社
の
「
平
成
の
大
修
理
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
今
後
二

〇
年
か
け
て
行
わ
れ
る
大
事
業
の
先
陣
を
切
っ
て
国
の
重
要
文
化

財
・
大
歳
御
祖
神
社
本
殿
屋
根
保
存
修
理
工
事
（
工
期
平
成
二
七
年
一

一
月
～
平
成
ニ
八
年
三
月
）
を
元
請
と
し
て
弊
社
で
行
わ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。
屋
根
に
葺
か
れ
た
銅
板
が
外
さ
れ
八
六
年
ぶ
り
に

木
組
に
日
の
光
が
当
た
り
ま
し
た
。
文
化
財
の
修
復
の
基
本
は
最
小
限
の
補

修
に
努
め
ま
す
。
現
存
材
と
同
じ
素
材
を
、
同
じ
道
具
を
使
っ
て
同
じ
形
に
整

え
、
取
り
換
え
る
約
三
〇
〇
の
部
材
に
は
、
す
べ
て
「
平
成
二
七
年
度
修
補
」

の
焼
き
印
を
押
し
、
新
た
に
銅
板
で
屋
根
を
葺
き
ま
す
。 

 

神
部
神
社
、
浅
間
神
社
、
大
歳
御
祖
神
社
の
三
社
を
総
称
し
て
静
岡
浅
間
神

社
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
神
部
神
社
は
第
十
代
崇
神
天
皇
の
御
代
、

約
二
一
〇
〇
年
前
に
駿
河
開
拓
の
祖
神
・
駿
河
の
国
魂
の
大
神
と
し
て
鎮
座

さ
れ
、
延
喜
式
内
社
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
は
駿
河
国
総
社
と
な
り
ま
す
。『
国

内
神
名
帳
』
に
は
美
和
明
神
と
記
さ
れ
、『
類
聚
国
史
』
に
従
一
位
と
記
載
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
地
方
最
古
の
神
社
で
す
。
浅
間
神
社
は
延
喜
元
年
（
九
〇
一
）、

醍
醐
天
皇
の
勅
願
に
よ
り
富
士
山
本
宮
よ
り
分
祀
さ
れ
、
爾
来
富
士
新
宮
と

し
て
国
司
の
尊
崇
を
受
け
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
の
工
事
の
大
歳
御
祖
神
社

は
約
一
七
〇
〇
年
の
歴
史
を
誇
り
、
か
つ
て
は
奈
吾
屋
社
と
も
い
わ
れ
、
安
倍

川
近
く
で
開
か
れ
て
い
た
「
安
倍
の
市
」
を
守
護
す
る
産
業
発
展
の
神
「
大
歳

御
祖
命
」
を
祭
っ
て
い
ま
す
。
静
岡
浅
間
神
社
の
主
な
現
存
社
殿
群
は
、
江
戸

幕
府
の
命
で
一
八
〇
四
年
か
ら
約
六
〇
年
か
け
て
造
営
さ
れ
ま
し
た
。
地
元

を
は
じ
め
全
国
各
地
か
ら
一
流
の
宮
大
工
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。 

現
在
静
岡
県
内
の
文
化
財
修
復
事
業
の
多
く
は
、
県
外
の
事
業
所
や
技
術

者
が
請
け
負
っ
て
い
ま
す
。
文
化
財
修
復
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
昔
の
職
人

の
技
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
技
術
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
し
て
県

内
の
技
術
者
が
行
う
こ
と
に
よ
り
、
地
元
の
職
人
の
技
術
も
向
上
す
る
た
め
、

是
非 

県
内
の
文
化
財
は
地
元
の
工
事
業
者
が
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
「
建
物
に
は
歴
代
の
宮
大
工
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
の
匠
を
次
の
世
代
に
し
っ
か
り
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
た
い
」
そ
ん
な
思
い

で
日
々
工
事
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

宮
大
工
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
、
浅
間
神
社
で
仕
事
を
し
て
い
る
弊
社
の

職
人
を
平
成
ニ
八
年
一
月
一
八
日
（
月
）
の
静
岡
新
聞
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 
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屋根の下地の傷んでいる部分だけ取替えをし、銅
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浜
松
市
浜
北
区
の
庚
申
寺
様
（
臨
済
宗
方
広

寺
派
）
と
は
平
成
二
五
年
九
月
に
書
院
・
庫
裡
新

築
工
事
の
工
事
請
負
契
約
を
済
ま
せ
、
工
事
を

進
め
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
平
成
二
六
年
十

一
月
に
上
棟
式
を
行
い
順
調
に
工
事
が
進
み
昨

年
の
十
月
に
完
成
し
、
昨
年
の
十
一
月
二
二
日

は
晋
山
落
慶
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
庚
申
寺
の

皆
様
そ
し
て
檀
家
の
方
々
に
は
工
事
中
大
変
お

世
話
に
な
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今

後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

              

                
二
月
二
日
に
は
竹
林
寺
様
（
曹
洞
宗
）
で
は
本

堂
・
位
牌
堂
の
地
鎮
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

日
は
浜
松
に
は
珍
し
く
風
が
穏
や
か
で
大
変
助

か
り
ま
し
た
。
更
地
に
な
っ
た
旧
本
堂
の
跡
地

に
は
新
し
い
本
堂
の
地
縄
が
張
ら
れ
、
地
鎮
式

に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
役
員
の
方
に
も
確
認

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
刈
初
め
の
儀
・
鋤
入
れ

の
儀
そ
し
て
最
後
に
弊
社
の
社
長
が
鍬
入
れ
の

儀
を
行
な
い
ま
し
た
。
今
後
は
三
月
初
め
よ
り

建
て
方
の
工
事
が
始
ま
り
、
本
堂
の
上
棟
式
を

三
月
二
七
日
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
安
全
第

一
に
工
事
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

   

弊
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ブ
ロ
グ
で
も
お
知

ら
せ
し
ま
し
た
が
、
欅
の
端
材
が
多
く
た
ま
り

ま
し
た
の
で
、
激
安
・
格
安
に
て
お
譲
り
い
た
し

て
お
り
ま
す
。
写
真
は
配
役
の
単
牌
を
作
製
し

て
み
ま
し
た
。
大
き
さ
は
幅
十
五
㎝×

長
さ
四

五
㎝×

厚
さ
二
㎝
で
四
方
面
取
り
が
し
て
あ
り
、

フ
ッ
ク
穴
も
あ
け
て
あ
り
ま
す
。
価
格
は
一
枚

当
た
り
二
千
円
に
な
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
以
外

に
希
望
の
製
作
品
の
依
頼
、
ま
た
日
曜
大
工
が

趣
味
の
方
は
希
望
の
材
木
の
寸
法
な
ど
ご
ざ
い

ま
し
た
ら
お
気
軽
に
弊
社
ま
で
御
尋
ね
く
だ
さ

い
。
無
く
な
り
次
第
終
了
し
て
し
ま
い
ま
す
の

で
、
お
早
目
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

書
院
・
庫
裡
が
完
成 

庚
申
寺
様
（
浜
松
市
） 

欅
の
端
材
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か 

竹
林
寺
様
地
鎮
式
（
浜
松
市
） 

 



「
葬
送
儀
礼
」 

 
 

 
 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
三
．
一
一
」 

「
梅
が
香
に
つ
と
日
の
出
る
山
路
か
な
」
松
尾

芭
蕉
の
一
句
で
す
が
、
関
東
で
も
梅
の
花
が
咲
く

季
節
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
如
何
お
過
ご
し

で
し
ょ
う
か
？ 

今
回
は
「
伝
え
方
」
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
最
後
ま
で
ご
一
読
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
一
四
時
四
六
分
，
三

陸
沖
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
〇
の
大
地
震
が
発

生
し
、
東
北
地
方
の
太
平
洋
岸
の
広
範
囲
に
わ
た

る
市
町
村
を
津
波
が
襲
い
ま
し
た
。
地
震
と
津
波

に
よ
り
、
一
五
八
九
四
名
の
方
が
亡
く
な
ら
れ
、

未
だ
二
五
六
三
名
の
方
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
の
九

割
が
水
死
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
（
警
察
庁
発
表
） 

今
月
の
一
一
日
（
三
．
一
一
）
に
、
日
本
に
未

曾
有
の
損
害
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大
震
災
発
生

か
ら
五
年
が
経
ち
ま
す
。
震
災
後
に
は
、
全
国
か

ら
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
慰
霊
法
要
を
お
こ
な
う

為
に
、
大
勢
の
一
般
人
や
僧
侶
が
被
災
地
を
訪
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
被
災
地
で
は
、
毎
年
こ
の
時
期

に
慰
霊
法
要
が
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
仕
事

柄
、
業
界
紙
（
仏
教
・
宗
教
界
の
機
関
誌
）
や
宗

報
な
ど
に
目
を
通
す
事
が
多
く
、
大
勢
の
宗
派
や

地
区
仏
教
会
、
ま
た
そ
の
青
年
会
な
ど
の
活
動
実

績
を
知
る
事
が
出
来
ま
す
が
、
一
般
の
方
々
（
宗

教
や
仏
教
に
関
心
の
な
い
人
た
ち
）
は
、
そ
う
い

っ
た
事
実
を
知
ら
な
い
方
が
大
半
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
被
災
地
の
方
々
は
、
実
際
に
慰
霊
に
訪
れ
た

僧
侶
が
、
お
布
施
も
受
取
ら
ず
、
救
援
物
資
や
義

捐
金
を
持
っ
て
、
残
さ
れ
た
遺
族
の
気
持
ち
を
少

し
で
も
和
ら
げ
る
た
め
に
伺
っ
て
い
る
事
を
知
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
商
売

を
し
て
い
る
、
ア
マ
ゾ
ン
の
僧
侶
派
遣
（
お
坊
さ

ん
便
）
や
、
お
布
施
の
定
額
制
を
謳
っ
て
い
る
葬

儀
社
の
ネ
ッ
ト
上
の
ニ
ュ
ー
ス
に
対
す
る
、
一
般

消
費
者
の
意
見
は
、
と
て
も
そ
う
い
っ
た
事
実
を

理
解
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
、
見
儘
（
み
ま
ま
）

な
内
容
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
声
に
対

し
て
、
公
益
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
も
仏
教
界

と
し
て
の
見
解
（
お
布
施
に
つ
い
て
）
を
発
表
し

ま
し
た
が
、
ど
こ
ま
で
伝
わ
っ
た
か
は
未
知
数
で

す
。 世

論
の
情
報
収
集
の
主
流
が
、
テ
レ
ビ
や
新
聞

か
ら
ネ
ッ
ト
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
今
、
宗
派
や
地

区
仏
教
会
が
「
伝
え
方
」
に
対
し
て
真
剣
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
、
伝
わ
ら
な
い
事
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。
今
は
未
知
数
で
も
、
い
ず
れ
「
の
つ
と
日

の
出
る
」
結
果
に
な
る
事
を
望
み
ま
す
。 

「
ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」 

 

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
っ
て
言
葉
を
ご
存

知
で
し
ょ
う
か
？
広
告
宣
伝
方
法
の
一
種
で
、
悪

い
意
味
で
は
サ
ク
ラ
や
ヤ
ラ
セ
の
よ
う
な
方
法
の

営
業
手
法
で
す
。
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
口
コ
ミ
サ

イ
ト
や
購
入
者
・
利
用
者
の
声
を
意
図
的
に
操
作

し
た
り
す
る
手
法
が
一
般
的
で
す
。 

 

例
え
ば
、
実
際
に
人
気
が
無
い
の
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
使
っ
て
、
ネ
ッ
ト
に

い
い
評
判
を
書
き
込
ん
だ
り
、
サ
ー
ビ
ス
や
値
段

が
希
望
通
り
だ
っ
た
様
に
書
き
込
ん
だ
り
し
ま
す
。

し
か
し
そ
の
評
判
を
見
聞
き
し
た
消
費
者
が
、
い

ざ
利
用
し
て
み
る
と
評
判
通
り
で
は
無
か
っ
た
な

ど
と
い
う
事
が
あ
り
ま
す
。
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、

商
品
や
製
品
、
サ
ー
ビ
ス
を
比
較
で
き
る
価
格
コ

ム
と
い
う
サ
イ
ト
が
有
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う

か
？
こ
の
サ
イ
ト
で
は
、
葬
儀
の
価
格
や
内
容
の

比
較
、
口
コ
ミ
を
見
る
事
が
で
き
ま
す
。
先
日
、

お
布
施
の
定
額
制
を
謳
っ
た
関
西
の
某
葬
儀
取
次

会
社
は
、
安
さ
が
売
り
の
会
社
で
す
が
、
利
用
者

か
ら
価
格
コ
ム
に
悪
評
の
書
込
み
が
複
数
あ
り
ま

し
た
。
業
界
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
り
、
安
い
の
に

は
訳
が
あ
っ
た
と
言
う
事
で
す
が
、
す
ぐ
に
新
し

い
「
い
い
評
判
」
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ス
テ
ル
ス
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
だ
っ
た
か
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
情
報
が
有
り
触
れ
た
時
代
だ

か
ら
こ
そ
、
何
が
真
実
か
見
極
め
る
力
が
必
要
な

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
現
代

の
「
伝
え
方
」
が
あ
る
の
も
現
実
な
の
で
す
。 



通
常
ペ
ッ
ト
い
え
ば
犬
と
猫
を
思
い
浮
か

べ
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。
ペ
ッ
ト
フ

ー
ド
協
会
の
年
次
推
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一

四
年
十
月
時
点
の
猫
の
国
内
飼
育
数
は
九
九

六
万
匹
と
過
去
三
年
間
で
三
・
七
％
増
え
、
逆

に
犬
は
こ
の
間
十
三
％
減
っ
て
一
〇
三
五
万

匹
に
な
り
ま
し
た
。
一
世
帯
当
た
り
の
飼
育

数
が
犬
は
一
・
二
五
匹
で
猫
は
一
・
七
九
匹
と

い
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
猫
は
複
数
飼

い
が
主
流
な
の
で
猫
の
飼
育
数
の
押
し
上
げ

の
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
生
涯
の
飼
育
平
均
費
用
も
猫
（
平
均

余
命
一
四
・
五
六
歳
）
が
七
〇
・
三
万
円
に
対

し
、
犬
（
平
均
余
命
一
四
・
二
五
歳
）
は
一
一

八
・
五
万
円
と
高
い
。
そ
し
て
猫
は
清
潔
好
き

で
、
犬
の
よ
う
に
散
歩
さ
せ
る
必
要
が
な
く
、

日
本
の
狭
い
住
宅
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
。

な
ど
の
事
情
も
あ
り
猫
の
飼
育
数
が
犬
の
飼

育
数
を
逆
転
す
る
の
で
は
と
み
ら
れ
て
い
ま

し
た
が
、
二
〇
一
五
年
の
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協

会
の
調
査
で
は
猫
が
前
年
比
〇
・
九
％
の
減

に
転
じ
て
九
八
七
万
四
〇
〇
〇
匹
、
対
す
る

犬
は
前
年
比
四
・
一
％
減
の
九
九
一
万
七
〇

〇
〇
匹
だ
そ
う
で
す
。
僅
差
で
猫
の
逆
転
は

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

次
に
ペ
ッ
ト
の
話
で
避
け
て
ら
れ
な
い
の

が
殺
処
分
で
す
。
環
境
省
の
統
計
に
よ
る
と

二
〇
一
三
年
度
の
行
政
に
よ
る
猫
の
殺
処
分

数
は
九
万
九
六
七
一
匹
で
う
ち
幼
齢
個
体
は

約
六
〇
％
に
あ
た
る
五
万
九
七
一
二
匹
、
犬

の
殺
処
分
数
は
二
万
八
五
七
〇
匹
に
な
り
ま

す
。
殺
処
分
の
数
は
減
ら
せ
な
い
も
の
か
と

あ
き
ら
め
に
も
似
た
気
持
ち
に
な
り
ま
す
が
、

熊
本
市
で
は
も
う
殺
処
分
は
し
た
く
な
い
と

い
う
職
員
の
気
持
ち
が
一
つ
に
な
っ
て
画
期

的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
、
殺
処
分
数
ゼ
ロ

と
い
う
記
録
を
達
成
し
た
そ
う
で
す
。
熊
本

市
の
愛
護
セ
ン
タ
ー
で
は
安
易
な
引
き
取
り

を
せ
ず
、
飼
い
主
と
徹
底
的
に
話
し
合
い
し

ま
す
。
例
え
ば
「
噛
み
癖
が
あ
っ
て
飼
え
な
い
」

と
六
〇
代
の
男
性
が
コ
ー
ギ
ー
を
持
ち
込
ん

で
き
ま
し
た
。
元
々
飼
っ
て
い
た
息
子
が
海

外
転
勤
に
な
り
面
倒
み
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
い
ま
す
。「
犬
が
悪
い
こ
と
を
し
た
ん
だ
か

ら
、
罰
を
受
け
て
当
然
だ
ろ
う
」
と
主
張
す
る

男
性
に
「
噛
ん
で
い
い
こ
と
を
教
え
て
し
ま

っ
た
の
は
あ
な
た
の
息
子
で
は
な
い
か
。
息

子
の
失
敗
を
な
ぜ
こ
の
犬
が
命
を
か
け
て
償

わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
と
諭
し
た
そ

う
で
す
。 

 

我
が
家
も
犬
一
匹
と
猫
一
匹
を
飼
っ
て
い

ま
す
。
犬
は
約
一
才
の
と
き
に
飼
育
さ
れ
て

い
た
動
物
の
保
護
施
設
か
ら
も
ら
っ
て
き
ま

し
た
。
猫
は
ど
こ
か
ら
か
き
た
迷
い
ネ
コ
な

の
で
、
ど
ち
ら
も
子
猫
・
子
犬
の
か
わ
い
い
時

を
知
り
ま
せ
ん
。
で
も
十
分
に
か
わ
い
く
、
家

族
で
か
わ
い
が
っ
て
い
ま
す
し
、
特
に
犬
は

私
の
散
歩
の
相
手
を
し
て
く
れ
、
毎
日
の
生

活
に
張
り
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
成

犬
を
迎
え
る
メ
リ
ッ
ト
は
性
格
も
大
き
さ
も

わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
犬

と
猫
が
最
後
を
迎
え
る
ま
で
我
が
家
で
楽
し

く
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

知って得する  ペットの話 

犬のあんずと猫のあんり  


