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― 1 ― 天神祭祀と天神講

天
神
祭
祀
と
天
神
講

　
　

服
部
比
呂
美

　
　
　

は
じ
め
に

　

受
験
シ
ー
ズ
ン
と
も
な
れ
ば
、
都
内
の
湯
島
天
神
や
亀
戸
天
神
に
は
夥

し
い
合
格
祈
願
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
る
。
こ
こ
で
祀
ら
れ
る
天
神
と
は
言

う
ま
で
も
無
く
、天
津
神
で
は
な
く
、菅
公
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
で
あ
る
。

あ
る
一
定
の
年
代
層
の
人
び
と
は
、「
菅
公
」
と
い
え
ば
黒
い
詰
め
襟
の

学
生
服
を
思
い
浮
か
べ
る
に
違
い
な
い
。
学
生
に
と
っ
て
、
学
業
成
就
を

祈
願
し
た
天
神
様
ほ
ど
な
じ
み
深
い
神
仏
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

一
方
で
、
日
本
各
地
で
行
わ
れ
て
き
た
天
神
祭
祀
に
「
天
神
講
」
が
あ

る
。
民
俗
学
で
は
こ
れ
を
、
天
神
様
の
縁
日
で
あ
る
二
五
日
に
、
子
ど
も

た
ち
が
米
を
集
め
て
宿
で
五
目
飯
を
食
べ
た
り
、
神
社
に
習
字
を
奉
納
し

た
り
す
る
行
事
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
信
仰
と
い
う
よ
り
も
社
会

伝
承
と
し
て
の
役
割
を
見
出
し
て
き
た
。

　

民
俗
学
か
ら
天
神
講
を
研
究
し
た
も
の
と
し
て
、桜
井
徳
太
郎
氏
の『
講

集
団
成
立
過
程
の
研
究
』
が
あ
る
。
こ
の
中
で
桜
井
氏
は
、
天
神
講
の
子

ど
も
組
が
奉
斎
す
る
神
社
が
必
ず
し
も
天
満
宮
で
は
な
い
こ
と
や
、
天
神

講
が
必
ず
し
も
子
ど
も
だ
け
の
専
担
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
天
神
講
の
成
立
発
展
に
は
、
地
域
社
会
の
氏
神

か
ら
天
神
信
仰
の
興
隆
と
と
も
に
祭
神
を
菅
原
道
真
と
仰
ぐ
よ
う
に
な
っ
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た
第
一
段
階
、
こ
う
し
た
天
神
信
仰
が
成
人
の
世
界
か
ら
衰
退
し
子
ど
も

の
生
活
領
域
へ
と
吸
い
こ
ま
れ
た
第
二
段
階
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る（
1
（

。
地
域
社
会
に
お
け
る
天
神
講
の
展
開
に
つ
い
て
段
階
的
に
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
研
究
姿
勢
は
評
価
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
は
断
片
的
な
事
例

を
根
拠
に
し
て
お
り
、
天
神
講
の
実
態
を
と
ら
え
て
構
造
的
に
考
察
し
た

も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
も
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
研
究
集
積
か
ら
地
域
的
な
差
異
を
明

ら
か
に
す
る
よ
う
な
研
究
は
行
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
民
俗
学
に
お
い
て
天

神
講
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
た
と
は
言
い
難
い
。

　

本
稿
で
は
、
天
神
講
研
究
の
新
た
な
一
歩
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
筆
者

が
現
地
調
査
を
行
っ
た
静
岡
県
沼
津
市
、
新
潟
県
柏
崎
市
の
天
神
講
の
実

態
を
手
掛
か
り
に
、
先
行
研
究
も
ふ
ま
え
な
が
ら
そ
の
地
域
的
特
色
に
つ

い
て
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
、
同
一
地
域
の
天
神
祭
祀
も
考
察
指
標
に
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
神
講
に
は
複
数
の
形
態
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
い
。

　
　
　

一
、
静
岡
県
沼
津
市
の
天
神
講
の
形
態

　

か
つ
て
筆
者
は
、
沼
津
市
内
の
天
神
講
の
実
地
調
査
を
行
い
、
こ
の
中

か
ら
市
内
の
天
神
講
は
す
べ
て
が
同
一
の
形
態
で
は
な
く
、
小
学
校
の
入

学
・
卒
業
を
強
く
意
識
す
る
タ
イ
プ
と
意
識
し
な
い
タ
イ
プ
に
分
類
で
き

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た（

2
（

。
本
稿
で
は
、
こ
こ
か
ら
の
考
察
範
囲
を
静
岡

県
全
域
に
広
げ
て
、
天
神
講
の
形
態
を
再
検
討
す
る
。

㈠　

沼
津
市
内
の
天
神
講
の
実
態
と
タ
イ
プ

　

ま
ず
は
沼
津
市
内
の
天
神
講
の
形
態
を
事
例
の
概
略
と
と
も
に
示
し
て

お
く
。

　

浮
島
地
区
の
井
出
や
平
沼
で
は
、
一
月
二
五
日
ご
ろ
、
子
ど
も
た
ち
が

宿
と
な
っ
て
く
れ
る
家
に
米
を
一
合
ず
つ
持
ち
寄
っ
て
集
ま
り
、
夕
食
を

ご
馳
走
に
な
っ
た
後
、
半
紙
に
「
天
神
講
」
な
ど
と
筆
で
書
い
て
天
神
社

に
奉
納
し
て
い
る（

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が
共
同
飲
食
を
す
る
と
と
も
に
天
神
社
に

参
拝
し
て
学
業
成
就
を
祈
願
す
る
形
態
を
も
つ
天
神
講
は
、
Ａ
学
業
成
就

を
天
神
社
に
祈
願
す
る
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
。た
だ
し
、こ
の
中
で
も
、

沿
海
地
域
に
見
ら
れ
る
天
神
講
に
は
異
な
る
要
素
が
加
わ
る
。

　

た
と
え
ば
西
浦
地
区
の
河
内
で
は
、
御
崎
神
社
の
境
内
に
ま
つ
ら
れ
る

天
神
社
で
、正
月
と
五
月
と
九
月
の
日
曜
日
、子
ど
も
た
ち
が
各
家
を
回
っ

て
も
ら
い
歩
い
た
材
料
を
持
参
し
て
宿
の
家
に
集
ま
り
、
大
人
に
手
伝
っ

て
も
ら
っ
て
ご
飯
を
作
っ
た
。
三
年
生
以
下
の
子
ど
も
は
仮
名
で
、
四
年

生
以
上
の
子
ど
も
は
漢
字
で
「
松
竹
梅
」
な
ど
と
書
い
た
も
の
を
持
っ
て
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集
合
し
、
新
一
年
生
を
上
級
生
に
紹
介
、
卒
業
す
る
六
年
生
を
送
る
会
に

な
っ
て
い
る（

（
（

。

　

Ｂ
タ
イ
プ
は
愛
鷹
地
区
柳
沢
や
大
平
地
区
戸
ケ
谷
な
ど
に
も
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
柳
沢
で
は
、
卒
業
の
時
に
行
う
サ
ガ
リ
天
神
と
入
学
の
と
き

に
行
う
ア
ガ
リ
天
神
を
男
女
別
で
行
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
米
を
持
っ
て

宿
に
集
ま
っ
て
ご
馳
走
に
な
っ
て
か
ら
、
天
神
さ
ん
に
お
参
り
し
た
と
い

う
。
大
正
時
代
ぐ
ら
い
に
は
、
宿
で
習
字
を
書
い
て
か
ら
天
神
さ
ん
に
奉

納
し
た
と
も
い
い（

（
（

、
こ
う
し
た
事
例
は
B′
と
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い

が
、行
事
の
趣
旨
は
子
ど
も
の
小
学
校
入
学
と
卒
業
を
祝
う
こ
と
に
あ
る
。

㈡　

異
な
る
タ
イ
プ
の
天
神
講
が
生
じ
る
要
因

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
沼
津
市
内
の
天
神
講
は
、
Ａ
学
業
成
就
を
天

神
社
に
祈
願
す
る
タ
イ
プ
と
Ｂ
小
学
校
の
入
学
・
卒
業
を
意
識
す
る
タ
イ

プ
の
天
神
講
が
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
差
異
は
な
ぜ
生
ま
れ

て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

①
社
会
的
な
背
景

　

異
な
る
タ
イ
プ
の
天
神
講
が
生
ま
れ
る
背
景
に
は
、
地
域
の
社
会
的
な

特
色
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
小
学
校
の
入
学
・
卒
業
へ
の
意
識
が
薄
い

Ａ
タ
イ
プ
の
天
神
講
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
は
、
年
齢
階
梯
制
が
あ
り
、

天
神
社
に
お
参
り
し
た
後
、
女
児
は
宿
に
、
男
児
は
聖
神
社
に
泊
ま
っ
た

と
い
う（

（
（

。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
静
浦
、
内
浦
地
区
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
子
ど
も
た
ち
が
主
体
的
に
天
神
講
を
複
数
回
遂
行
し
て
い
る
こ
と

や
、
子
ど
も
だ
け
で
宿
に
泊
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
要
素
か
ら
、
こ
れ

ら
は
A′
タ
イ
プ
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
Ａ
タ
イ
プ
で
は
、
天
神
社
に
習
字
を
持
参
し
て
学
業

成
就
祈
願
を
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
形
態
と
い
え
る
。

　

一
方
で
、
小
学
校
の
入
学
・
卒
業
を
意
識
す
る
形
態
を
も
つ
Ｂ
タ
イ
プ

の
天
神
講
で
は
、
共
同
飲
食
は
す
る
も
の
の
必
ず
し
も
天
神
社
へ
の
参
拝

は
と
も
な
わ
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
岡
宮
地
区
の
西
久
保
で
は
、
天
神
講
が
ア
ガ
リ
講
サ
ガ
リ

講
と
も
言
わ
れ
た
。
三
月
に
な
る
と
、
四
月
に
小
学
校
一
年
生
に
上
が
る

ア
ガ
リ
コ
の
家
で
子
ど
も
た
ち
に
オ
フ
ル
マ
イ
を
し
、
子
ど
も
の
仲
間
に

入
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
天
神
講
の
趣
旨
だ
っ
た
と
い
う
。
昭
和
四
三
年
に

岡
宮
公
民
館
が
竣
工
し
た
た
め
、
そ
の
後
は
公
民
館
で
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
よ
う
で
あ
る（

（
（

。
現
在
で
は
「
子
ど
も
会
」
が
ア
ガ
リ
講
サ
ガ
リ
講

を
主
催
し
て
い
る
。
岡
宮
地
区
の
旧
来
の
町
内
で
あ
る
寺
下
・
馬
場
・
西

久
保
・
宮
上
・
宮
下
・
中
尾
に
、
中
尾
台
・
双
塚
・
二
又
久
保
・
大
泉
寺

の
新
た
な
単
位
子
ど
も
会
が
加
わ
っ
た
。
三
月
上
旬
、
門
池
小
学
校
に
入

学
す
る
新
一
年
生
か
ら
六
年
生
ま
で
が
子
ど
も
会
単
位
で
岡
宮
公
民
館
に
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強
い
結
束
力
の
あ
る
若
者
組
が
存
在
し
た
地
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
天

神
講
も
子
ど
も
組
の
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
行
事
が
遂
行
さ
れ
、
若
者
組
の

あ
り
方
を
模
倣
し
て
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
宿
や
神
社
に
泊
ま
る
こ
と
が

行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
地
域
は
子
ど
も
会
が
な
い
地
区
で
も
あ
る
。
沼
津
市

内
の
子
ど
も
会
組
織
は
小
学
校
区
単
位
に
編
成
さ
れ
て
い
る
。
市
内
で
も

急
激
な
人
口
増
加
に
よ
る
開
発
が
進
ま
な
か
っ
た
地
域
で
は
、
学
区
と
地

区
に
変
化
が
生
じ
ず
、
従
来
ど
お
り
の
範
囲
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が
集
団

化
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
ど
も
会
の
必
要
性
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
変
化
の
大
き
か
っ
た
地
域
で
は
、
地
区
よ
り
も
学
区
が

子
ど
も
た
ち
の
集
団
化
す
る
紐
帯
要
因
と
な
り
、
同
一
小
学
校
へ
の
入
学

や
卒
業
を
強
く
意
識
す
る
ア
ガ
リ
講
サ
ガ
リ
講
が
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
考

え
ら
れ
る
。

②
天
神
社
の
分
布

　

Ａ
タ
イ
プ
の
天
神
講
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
必
ず
天
神
社
に
参
っ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
多
く
は
年
に
一
度
で
は
な
く
数
回
参
拝
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
天
神
講
と
天
神
社
と
の
関
係
性
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

現
在
、
沼
津
市
内
で
は
、
天
満
宮
や
天
神
社
と
称
し
て
公
式
の
登
録
を

受
け
て
い
る
も
の
は
、
金
岡
地
区
天
神
尾
の
天
神
社
、
楊
原
地
区
上
香
貫

西
島
町
の
天
満
宮
、
上
香
貫
天
神
洞
の
天
神
社
、
静
浦
地
区
口
野
の
天
神

宮
、
西
浦
地
区
足
保
の
天
神
社
と
い
う
よ
う
に
、
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る（

（
（

。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
神
社
と
す
べ
て
の
天
神
講
が
結
び
つ
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
祀
ら
れ
た
天
神
の
小
祠

に
参
拝
す
る
こ
と
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
桜
井
徳
太
郎
氏
は
「
静
岡
県

の
東
南
部
、
伊
豆
半
島
の
各
部
落
に
入
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
天
満
宮

の
小
社
に
め
ぐ
り
合
う
…
…（

（
（

」
と
書
い
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
小
社
や
小

祠
を
沼
津
市
域
の
地
図
上
に
示
し
、
そ
の
上
に
天
神
講
の
Ａ
・
Ｂ
タ
イ
プ

の
分
布
を
重
ね
る
こ
と
で
、
天
神
講
と
天
神
社
と
の
関
係
を
さ
ら
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
　
　

二
、
静
岡
県
内
の
天
神
講
と
天
神
祭
祀

㈠　

静
岡
県
東
部
地
域
の
天
神
講

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
沼
津
市
内
の
天
神
講
の
構
成
員
は
、
小
学
生
に
限

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
静
岡
県
東
部
地
域
で
は
、
中
学
生
が
小
学
生
を

率
い
て
行
っ
て
き
た
天
神
講
も
存
在
す
る
。

　

裾
野
市
須
山
区
田
向
で
は
、
参
加
資
格
が
四
歳
以
上
中
学
三
年
生
ま
で

と
い
う
幅
広
い
年
代
層
が
集
う
天
神
講
が
行
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
田

向
の
天
神
講
は
二
月
の
初
午
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
こ
の
時
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期
が
講
の
中
心
と
な
る
中
学
三
年
生
の
高
校
受
験
と
重
な
る
の
で
、
受
験

の
終
わ
っ
た
三
月
中
旬
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

　

か
つ
て
は
田
向
の
坂
上
・
中
村
・
下
村
の
三
地
区
そ
れ
ぞ
れ
に
宿
が
あ

り
、
集
落
の
個
人
宅
に
祀
ら
れ
た
天
神
様
の
祠
に
お
参
り
し
た
が
、
後
に

公
民
館
で
行
う
田
向
の
天
神
講
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
祭
り
の
当
日

は
、
朝
か
ら
公
民
館
で
中
学
三
年
生
の
指
導
の
も
と
、
参
拝
や
食
事
の
準

備
を
す
る
。
接
待
さ
れ
る
の
は
小
学
生
と
幼
稚
園
児
、
そ
し
て
四
月
か
ら

子
ど
も
会
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
四
歳
児
で
あ
る
。

　

天
神
様
の
祠
に
着
く
と
、
そ
の
前
に
四
色
の
紙
を
貼
り
合
わ
せ
た
も
の

に
「
奉
納　

天
神
天
満
宮
」
と
墨
書
し
た
幡
を
立
て
、
赤
飯
を
供
え
て
「
東

風
吹
か
ば　

匂
い
お
こ
せ
よ
梅
の
花
」
と
い
う
道
真
の
歌
を
唱
和
す
る
。

集
会
所
に
戻
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
天
神
講
の
掛
軸
を
下
げ
た
部
屋
で
、

四
月
か
ら
幼
稚
園
児
に
な
る
子
ど
も
が
紹
介
さ
れ
、
余
興
や
食
事
を
楽
し

む（
（1
（

。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
幼
稚
園
入
園
と
中
学
校
卒
業
と
い
う
学
齢
を

意
識
し
な
が
ら
も
、
天
神
の
祠
に
参
拝
し
、
集
会
所
で
は
掛
軸
を
祭
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
B′
タ
イ
プ
と
も
い
え
る
。

㈡　

静
岡
県
中
西
部
地
域
の
天
神
祭
祀

　

静
岡
県
内
の
天
神
講
は
、
沼
津
市
以
西
の
報
告
が
極
端
に
見
ら
れ
な
く

な
る（

（（
（

。
そ
の
た
め
、
県
内
の
子
ど
も
に
関
わ
る
天
神
祭
祀
を
見
な
が
ら
天

神
講
の
分
布
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
あ
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
男
児
が
生
ま
れ
る
と
母
方
の
里
か
ら
贈

ら
れ
る
天
神
人
形
で
あ
る
。
多
く
は
端
午
の
節
供
で
は
な
く
桃
の
節
供
に

飾
ら
れ
る
。特
に
富
士
川
以
西
大
井
川
以
東
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は「
志

太
天
神
」と
呼
ば
れ
る
天
神
人
形
で
あ
る
。肌
色
の
顔
に
豊
か
な
眉
と
髭
、

跳
ね
上
が
っ
た
袖
の
豪
華
な
衣
装
を
着
け
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
も

と
も
と
、
旧
志
太
・
榛
原
郡
で
は
、
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
初
期
に
か

け
て
土
で
作
っ
た
練
り
天
神
が
製
造
さ
れ
、
そ
の
後
人
形
の
胴
体
が
藁
に

な
り
、
布
の
着
物
を
着
た
衣
装
天
神
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う（

（1
（

。

　

東
部
地
域
で
は
、
天
神
講
の
場
で
天
神
の
掛
軸
は
掛
け
る
も
の
の
人
形

は
祭
ら
ず
、
節
供
に
天
神
人
形
を
飾
る
習
俗
の
分
布
も
薄
い
。
逆
に
、
節

供
に
天
神
の
人
形
を
飾
る
習
俗
が
濃
厚
な
東
部
以
西
で
は
、
天
神
講
の
分

布
は
薄
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
天
神
講
の
濃
淡
と
祭
祀
対

象
と
は
関
係
が
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

そ
こ
で
、
天
神
祭
祀
に
際
し
て
何
を
祭
祀
対
象
に
し
て
い
る
の
か
を
確

認
し
て
み
る
と
、
天
神
講
の
Ａ
学
業
成
就
を
天
神
社
に
祈
願
す
る
タ
イ
プ

で
は
、
天
神
社
と
掛
軸
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
Ｂ
小
学
校
の
入
学
・

卒
業
を
意
識
す
る
タ
イ
プ
で
は
、
特
に
具
体
的
な
祭
祀
対
象
は
見
ら
れ
な

い
。
そ
し
て
雛
節
供
の
場
面
で
は
、
祭
祀
対
象
と
し
て
天
神
人
形
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
静
岡
県
下
の
天
神
祭
祀
に
お
け
る
祭
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祀
対
象
は
、（
ア
）
天
神
社
、（
イ
）
掛
軸
、（
ウ
）
具
体
的
な
祭
祀
対
象

は
も
た
な
い
、（
エ
）
人
形
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

三
、
新
潟
県
柏
崎
市
の
天
神
祭
祀
と
天
神
講

　

柏
崎
市
内
の
家
々
で
は
、一
二
月
二
五
日
ぐ
ら
い
か
ら
大
晦
日
の
間
に
、

木
製
や
土
人
形
な
ど
の
天
神
様
を
飾
り
、
初
天
神
の
一
月
二
五
日
に
し
ま

う
習
俗
が
あ
る
。

　
『
高
志
路
』
第
三
九
二
号
の
小
特
集
「
正
月
に
祀
る
天
神
」
で
は
、
三

井
田
忠
明
氏
が
多
角
的
な
面
か
ら
柏
崎
の
天
神
祭
祀
を
検
証
し
て
い
る（

（1
（

。

天
神
祭
祀
に
年
取
り
の
夜
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
や
天
神
様
に
鏡
餅
や
塩

引
き
鮭
の
一
の
鰭
（
胸
鰭
）
な
ど
を
供
え
る
こ
と
、
天
神
様
の
飾
り
は
家

長
や
長
男
と
い
う
男
性
に
限
ら
れ
た
こ
と
、
祭
壇
に
は
家
業
を
示
す
も
の

も
飾
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
柏
崎
の
天
神
様
に
は
、
基
層
部
に
歳
神
信

仰
が
あ
り
、
そ
の
上
に
天
神
を
祭
る
習
俗
が
重
な
り
、
さ
ら
に
家
を
象
徴

す
る
品
物
が
加
わ
る
と
い
う
重
層
性
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。ま
た
、

柏
崎
の
天
神
様
に
は
学
問
の
神
と
し
て
の
性
格
が
希
薄
で
、
学
業
成
就
を

目
的
に
行
わ
れ
る
天
神
講
と
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

　

本
章
で
は
こ
う
し
た
考
察
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
静
岡
県
内
で
行
っ
た

よ
う
に
、
当
地
の
天
神
祭
祀
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
天
神
講
の
形
態
を
析

出
し
て
み
た
い
。

㈠　
「
天
神
さ
ま
街
道
」
に
見
る
天
神
祭
祀

　

現
在
、柏
崎
市
か
ら
隣
接
地
で
あ
る
三
島
郡
出
雲
崎
町
に
か
け
て
、家
々

や
公
共
施
設
で
祭
る
天
神
像
を
公
開
す
る
「
天
神
さ
ま
街
道
」
と
い
う
催

し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
き
っ
か
け
は
、
平
成

一
九
年
（
二
〇
〇
七
）
七

月
一
六
日
に
発
生
し
た
中

越
沖
地
震
で
あ
っ
た
。
震

源
地
に
近
い
柏
崎
市
に
は

甚
大
な
被
害
が
も
た
ら
さ

れ
、
特
に
築
年
数
五
〇
年

を
超
え
た
店
舗
併
用
の
木

造
住
宅
の
あ
っ
た
東
本

町
、
西
本
町
、
新
花
町
、

中
央
町
、
小
倉
町
、
諏
訪

町
、
日
吉
町
で
は
倒
壊
し

た
家
屋
が
多
か
っ
た
。

写真１　天神さま街道マップ
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地
震
後
、
こ
う
し
た
家
屋
か
ら
、
破
損
し
た
家
財
道
具
と
と
も
に
、
多

く
の
天
神
人
形
が
廃
棄
物
集
積
所
に
集
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
見
た
三
井
田

忠
明
・
あ
つ
子
夫
妻
は
、
衝
撃
を
受
け
る
と
同
時
に
、
こ
ん
な
に
多
く
の

家
々
で
天
神
様
を
祭
っ
て
い
た
こ
と
を
再
認
識
し
、
柏
崎
の
天
神
文
化
の

継
承
を
強
く
願
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
身
近
な
人
に
声
を
か
け
、
天

神
様
を
公
開
し
て
く
れ
る
家
を
探
し
、
天
神
さ
ま
街
道
の
マ
ッ
プ
（
写
真

１
）
は
自
費
で
作
成
し
て
始
ま
っ
た
こ
の
催
し
は
、
平
成
三
〇
年
に
八
回

を
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
節
で
は
、平
成
二
七
年
一
月
二
四
日
・
二
五
日
に
調
査
を
行
っ
た「
天

神
さ
ま
街
道
」
か
ら
、
天
神
祭
祀
の
あ
り
方
を
見
て
ゆ
く
。

①
柏
崎
市
内
の
天
神
祭
祀

　

柏
崎
駅
に
降
り
立
つ
と
、目
の
前
に
開
け
た
道
に
は
紫
色
の
布
地
に「
天

神
さ
ま
め
ぐ
り
」
と
白
抜
き
さ
れ
た
幡
が
並
ぶ
。

　

ス
ペ
ー
ス
「
あ
ま
や
ど
り
」
で
は
、
自
主
グ
ル
ー
プ
の
方
が
た
の
手
芸

作
品
と
と
も
に
天
神
飾
り
が
さ
れ
て
い
る
。
天
神
座
像
が
描
か
れ
た
掛
軸

の
前
に
は
、
鼻
の
下
と
顎
に
髭
を
生
や
し
、
尺
を
両
手
に
も
っ
て
両
足
を

体
の
真
ん
中
で
合
わ
せ
た
姿
で
、
黒
地
に
金
の
梅
鉢
紋
が
彩
色
さ
れ
た
袍

に
黒
い
冠
を
着
け
た
木
彫
天
神
座
像
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
天
神
人
形
の
多

く
は
親
王
台
と
呼
ば
れ
る
色
鮮
や
か
な
台
の
上
に
鎮
座
し
て
い
る
。
天
神

の
両
側
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
黒
と

赤
の
地
色
に
梅

模
様
が
配
さ
れ

た
袍
を
着
け
た

左
大
臣
・
右
大

臣
の
随
臣
が
、

虎
皮
の
敷
物
の

上
に
片
足
は
下

ろ
し
た
姿
で
座
し
て
い
る
。

　

壁
面
に
は
、
倒
壊
し
た
土
蔵
か
ら
出
た
布
を
草
木
染
め
し
、
柏
崎
の

十
二
か
月
の
歳
時
記
を
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
に
し
た
大
き
な
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
が

飾
ら
れ
て
い
る
。
一
月
は
当
然
の
よ
う
に
天
神
様
で
あ
り
、
六
月
は
閻
魔

市
、
八
月
は
海
水
浴
で
賑
わ
う
柏
崎
海
岸
な
ど
が
選
ば
れ
て
お
り
、
こ
こ

に
は
柏
崎
の
人
び
と
が
育
ん
で
き
た
文
化
が
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
と
感
じ

た
（
写
真
２
）。

　

東
本
町
の
「
北
野
屋
ス
ポ
ー
ツ
」
で
は
、
蔵
の
中
に
天
神
様
が
祭
ら
れ

て
い
る
。
四
段
の
階
段
に
緋
毛
氈
が
敷
か
れ
、
最
上
段
に
は
胸
に
金
泥
の

星
梅
鉢
紋
が
配
さ
れ
た
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
木
彫
天
神
座
像
、
二
段

目
に
随
臣
、
三
段
目
に
は
、
招
き
猫
の
切
り
紙
（
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ガ
ミ
）
の

写真２　天神様の縫い込まれた
タペストリー
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上
に
み
か
ん
を
載
せ
た
大
き
な
鏡
餅
と
榊
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
最
下
段

に
は
三
方
が
お
か
れ
、
神
酒
と
蝋
燭
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
天
神
様

は
一
一
代
目
の
現
当
主
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
一
二
月
二
五
日
の
し
ま

い
天
神
に
飾
り
、初
天
神
の
一
月
二
五
日
ま
で
の
一
カ
月
間
飾
る
と
い
う
。

　

西
本
町
の
「
越
後
み
そ
西
」
で
は
、
御
簾
を
下
げ
た
階
段
つ
き
の
木
製

の
御
殿
に
天
神
様
が
祭
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
と
同
じ
形
式
の
天
神
は
、
福

井
県
坂
井
市
三
国
町
で
も
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、
柏
崎
で
は
珍
し
い
。
下

ぶ
く
れ
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
天
神
様
の
顔
立
ち
も
こ
れ
ま
で
の
見
て
き
た

人
形
と
は
印
象
が
異
な
る
。

　

同
じ
く
西
本
町
の
丸
小
鮮
魚
店
で
は
、
当
主
で
あ
る
小
林
市
郎
氏
に
よ

れ
ば
、
小
林
家
で
は
大
晦
日
に
天
神
様
を
飾
っ
て
鮭
を
供
え
、
一
月
二
五

日
に
は
ふ
ぶ
き
も
ち
（
黄
粉
餅
）
を
食
べ
て
天
神
様
を
し
ま
う
と
い
う
。

こ
の
天
神
様
を
収
納
す
る
た
め
の
箱
書
き
に
は
「
弘
化
三
年
午
正
月
吉
日 

小
林
紋
治
郎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
形
の
制
作
年
代
は
十
九
世
紀
半
ば

頃
と
考
え
ら
れ
る
。

　

床
の
間
に
は
、漢
文
の
讃
と
水
墨
画
が
書
か
れ
た
一
双
の
屏
風
を
置
き
、

そ
の
前
に
三
段
式
の
台
を
据
え
て
い
る
。
最
上
段
に
は
、
漆
塗
り
の
台
に

親
王
台
を
重
ね
た
上
に
、
右
手
に
尺
を
持
ち
、
胸
の
真
ん
中
に
金
で
星
梅

鉢
紋
を
描
い
た
袍
を
ま
と
う
木
彫
天
神
座
像
、
そ
の
両
脇
に
は
徳
利
二
本

が
並
ぶ
。
天
神
様
は
こ
れ
ま
で
見
た
も
の
の
中
で
は
も
っ
と
も
大
き
い
サ

イ
ズ
で
あ
る

（
写
真
３
）。
二

段
目
に
は
随
臣

と
三
方
に
の
せ

た
徳
利
と
蝋

燭
、
三
段
目
に

は
、
正
面
に
み

か
ん
を
載
せ
た

鏡
餅
、
両
脇
に

は
み
か
ん
と
り

ん
ご
を
盛
っ
た

三
方
が
三
台
供
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
段
飾
り
の
下
に
は
、
朱
塗
り

の
お
盆
の
上
の
皿
に
、
鮭
の
切
り
身
（
胸
鰭
の
部
分
）
と
割
り
箸
が
供
え

ら
れ
て
い
る
。
小
林
氏
は
「
由
来
は
わ
か
ら
な
い
が
代
々
続
け
て
き
た
こ

と
な
の
で
、
今
も
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
が
、
小
林
家
の
飾
り
方
は
古
い

形
式
を
残
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

出
雲
崎
町
に
隣
接
す
る
宮
川
の
吉
田
隆
介
氏
の
お
宅
は
国
指
定
登
録
有

形
文
化
財
の
「
妻
入
り
の
家
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
妻
入
り
と
は
、
間
口

が
狭
く
、
奥
行
き
の
長
い
建
築
様
式
で
、
小
高
い
丘
と
日
本
海
に
挟
ま
れ

た
わ
ず
か
な
平
場
に
家
を
建
て
る
た
め
で
あ
り
、
間
口
に
よ
っ
て
税
金
が 写真３　柏崎市西本町　小林家の天神飾り
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掛
け
ら
れ
て
い
た
時
代
の
産
物
で
も
あ
る
と
い
う
。
吉
田
家
の
玄
関
か
ら

部
屋
ま
で
続
く
部
分
に
は
、
鮮
や
か
な
朱
漆
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か

ら
は
、
宮
川
が
北
前
船
の
中
継
地
と
し
て
栄
華
を
極
め
た
こ
と
や
、
そ
の

恩
恵
を
受
け
た
吉
田
家
が
ニ
シ
ン
網
を
北
海
道
に
運
ん
で
財
を
築
い
た
歴

史
な
ど
が
う
か
が
え
る
。

　

当
家
の
天
神
様
は
床
の
間
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
右
手
に
尺
を
持
つ
木
彫

天
神
座
像
の
両
側
の
随
臣
は
、
珍
し
く
両
足
を
下
ろ
し
て
い
る
。
床
の
間

の
右
手
に
下
げ
ら
れ
た
餅
花
は
、
柳
の
枝
に
白
や
桃
色
の
小
さ
な
餅
が
つ

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

宮
川
に
は
篤
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
い
う
天
満
宮
が
あ
る
。
小
高
い
丘

の
上
に
建
つ
天
満
宮
は
、
竜
泉
寺
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
。
中
越
沖
地
震
で

す
べ
て
の
建
物
が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
後
、
こ
の
お
堂
だ
け
は
建
て
直
さ
れ

た
。
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ご
神
体
の
天
神
像
と
天
神
様
の
画

像
を
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
宮
川
の
人
び
と
の
精
神
的
な
よ
り

ど
こ
ろ
は
、
こ
こ
に
確
か
に
あ
る
こ
と
を
感
じ
た
。

②
柏
崎
市
野
田
の
天
神
講

　

現
在
で
も
子
ど
も
た
ち
が
祭
る
天
神
講
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
柏
崎

市
内
で
は
野
田
だ
け
で
あ
る
。
一
月
二
五
日
、
午
後
四
時
半
に
会
場
の
野

田
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
行
く
と
、
子
ど
も
た
ち
は
す
で
に
集

ま
っ
て
い
て
、
部
屋
の
真
ん
中
に
置
か
れ
た
ス
ト
ー
ブ
の
回
り
で
カ
ル
タ

な
ど
に
興
じ
て
い
る
。
こ
の
日
は
日
曜
日
で
、
六
年
生
は
サ
ッ
カ
ー
の
試

合
が
終
わ
っ
て
か
ら
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
保
護
者
は
飲
み
物
や
菓

子
な
ど
の
準
備
を
し
て
い
た
。

　

畳
敷
き
の
部
屋
の
正
面
に
は
天
神
様
の
掛
け
軸
が
三
幅
下
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
前
に
、
随
臣
を
も
た
な
い
三
体
の
天
神
様
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

人
形
が
収
納
さ
れ
て
い
た
箱
の
一
つ
に
「「
天
神
様
」　

昭
和
二
十
三
年　

野
田
村
熊
谷　

梅
澤
哲
宗
作
」
と
書
か
れ
た
紙
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
梅
澤

哲
宗
は
、
野
田
の
石
工
で
住
民
の
求
め
に
応
じ
て
木
彫
像
を
制
作
し
た
人

物
と
思
わ
れ
る（

（1
（

。

　

ま
た
、
セ
ン
タ
ー
の
二
階
か
ら
、
白
地
に
「

七
十
五
歳
翁　

菅
原
道

日
徳
祝
書
」と
墨
書
さ
れ
た
大
型
の
幡
が
下
げ
ら
れ
る
。菅
原
道
日
徳（
宝

暦
八
年
〔
一
七
五
八
〕
～
弘
化
二
年
〔
一
八
四
五
〕）
は
本
名
・
成
田
長
孝
、

越
中
（
富
山
県
）
出
身
の
江
戸
後
期
の
書
家
で
、
京
都
で
松
下
烏
石
（
う

せ
き
）
の
門
に
学
ん
だ
と
い
う
。
富
山
県
高
岡
市
朝
日
山
上
日
寺
の
観
音

堂
に
は
長
孝
の
筆
に
よ
る
「
大
慈
神
呪
」
の
扁
額
が
残
さ
れ
、
こ
こ
に
天

保
六
年
（
一
八
三
六
）
七
十
七
歳
と
あ
る
。
長
孝
は
、
桃
山
か
ら
江
戸
期

に
お
い
て
盛
行
を
見
た
大
師
流
の
書
に
天
神
信
仰
を
プ
ラ
ス
し
て
菅
原
流

を
名
乗
っ
た
が
、
一
代
限
り
の
書
流
に
終
わ
っ
た
と
い
う（

（1
（

。
長
孝
が
揮
毫

し
た
幡
が
野
田
の
天
神
講
で
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
氷
見
や
高
岡
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か
わ
い
ら
し
い
声
で
「
よ
ろ
し
く
お
ね
が
い
し
ま
す
」
と
挨
拶
し
た
。
本

来
は
子
ど
も
が
自
主
的
に
行
っ
て
き
た
野
田
の
天
神
講
は
、
現
在
は
小
池

氏
の
熱
意
で
継
承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
天
神
さ
ま
街
道
」
の
様
子
を
叙
述
し
て
き
た
が
、

柏
崎
市
内
で
天
神
講
も
含
め
た
天
神
祭
祀
の
形
態
を
分
類
し
て
み
る
と
、

ま
ず
は
Ａ
家
々
で
天
神
を
歳
神
と
し
て
祭
る
タ
イ
プ
と
Ｂ
天
神
講
で
子
ど

も
仲
間
が
集
ま
る
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
Ｂ
タ
イ
プ
は
、
子
ど
も
た
ち

が
宿
に
集
ま
っ
て
遊
ん
だ
り
共
食
し
た
り
し
て
一
日
を
楽
し
く
過
ご
す
こ

と
に
特
徴
が
あ
る
。
た
だ
し
、
野
田
の
事
例
で
は
子
ど
も
仲
間
の
加
入
を

祝
う
要
素
も
見
ら
れ
る
た
め
、
正
確
に
い
え
ば
B′
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。

　

次
に
両
タ
イ
プ
の
祭
祀
対
象
を
見
て
ゆ
く
と
、
い
ず
れ
も
木
彫
天
神
座

像
と
掛
軸
で
あ
る
。
強
い
て
異
な
る
点
を
あ
げ
れ
ば
、
Ａ
タ
イ
プ
は
天
神

と
随
臣
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
段
飾
り
で
あ
る
が
、
Ｂ
タ
イ
プ
は
段
飾
り
で

は
な
く
随
臣
も
伴
わ
な
い
と
い
う
飾
り
方
に
あ
る
。

㈡　

柏
崎
市
内
の
天
神
講

　

前
節
で
は
、
柏
崎
市
内
の
天
神
祭
祀
か
ら
二
つ
の
形
態
を
あ
げ
た
。
し

か
し
、
Ｂ
タ
イ
プ
は
野
田
の
天
神
講
の
み
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
た
め
心

も
と
な
い
。
本
節
で
は
過
去
に
行
わ
れ
て
い
た
柏
崎
市
内
の
天
神
講
の
記

と
野
田
と
の
間
に
は
古
く
か

ら
な
ん
ら
か
の
交
流
が
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
、
興
味
深

い
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
こ
の

伝
統
を
よ
く
ご
存
知
の
小
池

一
弘
氏
が
来
ら
れ
た
。
五
時

半
に
は
六
年
生
も
揃
っ
て
、

天
神
像
の
前
に
低
学
年
を
最

前
列
に
子
ど
も
た
ち
が
正
座

す
る
。
小
池
氏
が
灯
明
を
あ

げ
る
と
天
神
講
が
始
ま
っ
た

（
写
真
４
）。

　

は
じ
め
に
低
学
年
の
子
ど
も
四
人
が
一
番
前
に
出
て
座
り
、
二
礼
二
拍

一
礼
す
る
と
全
員
が
そ
れ
に
従
う
。続
い
て
六
年
生
の
男
子
児
童
二
人
が
、

道
真
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

　

最
後
に
小
池
氏
か
ら
、
野
田
の
天
神
講
は
明
治
半
ば
ぐ
ら
い
か
ら
継
続

し
て
き
た
行
事
で
あ
る
こ
と
や
、
か
つ
て
は
六
年
生
が
行
事
を
仕
切
っ
た

こ
と
、
四
月
に
新
し
く
一
年
生
に
な
る
子
ど
も
の
仲
間
入
り
の
日
で
も

あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
話
が
あ
っ
た
。
こ
の
日
も
女
児
二
名
が
紹
介
さ
れ
、 写真４　野田の天神講
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録
か
ら
考
察
を
加
え
た
い
。

　

吉
尾
で
は
、
二
五
日
は
天
神
講
の
日
で
、
子
ど
も
た
ち
は
、
宿
に
集
ま

り
、
床
の
間
に
天
神
様
の
掛
軸
を
か
け
、
カ
ル
タ
や
双
六
を
し
た
り
、
歌

を
う
た
っ
た
り
し
て
一
日
を
楽
し
く
過
ご
し
た
。
宿
で
は
ご
飯
を
平
た
く

卵
形
に
握
っ
て
ヨ
ロ
リ
で
焼
き
、ク
ル
ミ
味
噌
を
つ
け
た「
ザ
ワ
」を
作
っ

て
食
べ
さ
せ
た
と
い
う（

（1
（

。

　

拝
庭
の
天
神
講
は
、子
ど
も
た
ち
が
予
め
き
め
た
宿
に
米
一
、二
合
持
っ

て
集
ま
り
、
床
の
間
に
天
神
様
の
掛
軸
を
か
け
、
マ
イ
玉
の
お
花
を
あ
げ

る
。
こ
の
日
は
シ
ョ
ッ
パ
イ
マ
ン
マ
と
い
っ
て
醤
油
ご
飯
や
五
目
飯
を
つ

く
り
、
床
の
間
の
天
神
様
に
供
え
て
食
べ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
一
晩
中
遊

ん
で
楽
し
む
。
天
神
様
は
勉
強
の
神
様
だ
か
ら
よ
く
拝
め
と
い
わ
れ
た（

（1
（

。

　

成
沢
で
は
二
月
二
五
日
に
子
ど
も
た
ち
が
回
り
番
の
宿
に
集
ま
っ
て
天

神
講
を
す
る
。
床
の
間
に
天
神
様
の
掛
軸
を
さ
げ
、
小
豆
ご
飯
を
供
え
て

宿
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
ご
馳
走
を
食
べ
て
、
一
晩
泊
ま
り
で
遊
ぶ（

（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
天
神
講
の
事
例
は
、
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
楽
し
む
Ｂ
タ

イ
プ
の
天
神
講
の
形
態
で
あ
る
。

　

一
方
、鷹
の
巣
で
は
、ム
ラ
の
分
教
場
を
会
場
と
し
て
行
っ
て
い
た
頃
、

二
四
日
夜
か
ら
二
五
日
に
天
神
講
が
行
わ
れ
た
。
米
、
野
菜
は
勿
論
の
こ

と
、
寝
具
持
参
の
一
晩
泊
り
で
あ
っ
た
。
日
暮
れ
時
分
に
な
っ
て
も
泊
り

込
み
の
準
備
が
終
わ
ら
な
い
と
、
若
い
衆
た
ち
が
面
白
半
分
に
雪
玉
を
会

場
に
投
げ
込
ん
だ
り
、
階
下
へ
侵
入
し
て
松
枝
い
ぶ
し
を
仕
掛
け
た
り
す

る
の
で
、
大
変
な
騒
ぎ
に
な
っ
て
隣
家
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た

と
い
う（

（1
（

。
こ
の
事
例
で
は
、
子
ど
も
仲
間
だ
け
で
な
く
娯
楽
的
な
要
素
を

持
ち
な
が
ら
も
、
若
者
組
と
交
流
し
て
い
る
点
か
ら
、
新
た
な
天
神
講
の

形
態
と
し
て
、
Ｃ
子
ど
も
組
と
若
者
組
が
交
流
す
る
タ
イ
プ
と
し
た
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
結
果
か
ら
、
柏
崎
の
天
神
講
も
含
め
た
天
神
祭
祀
の
対

象
を
確
認
す
る
と
、
家
々
の
天
神
祭
祀
や
野
田
の
天
神
講
で
は
天
神
人
形

と
掛
軸
で
あ
り
、
記
録
の
中
の
天
神
講
で
は
掛
軸
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

柏
崎
市
内
の
天
神
祭
祀
の
祭
祀
対
象
は
、（
ア
）
天
神
人
形
、（
イ
）
掛
軸

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

四
、
新
潟
県
内
の
天
神
祭
祀

　

前
章
で
、
柏
崎
市
内
の
天
神
祭
祀
の
祭
祀
対
象
を
確
認
し
、
天
神
人
形

と
掛
軸
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
柏
崎
の
昔
話
や
習
俗
を
ま
と

め
た
山
田
貢
氏
は
「
僕
の
家
で
は
、
少
な
く
と
も
田
尻
附
近
の
何
処
の
家

で
も
、
お
年
取
り
の
晩
（
大
晦
日
）
に
は
天
神
様
を
飾
っ
て
御
酒
と
三
色

の
菱
形
の
餅
を
供
へ
、
天
神
経
を
読
ん
で
、
大
神
様
や
如
来
様
と
同
じ
よ

う
に
拝
ん
だ（

11
（

。」
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
他
に
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
「
天
神
経
を
唱
え
る
」
と
い
う
新
た
な
祭
祀
方
法
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
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き
る
。

　

本
章
で
は
、
天
神
経
を
唱
え
る
祭
祀
方
法
と
、
掛
軸
や
人
形
と
い
う
祭

祀
対
象
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
新
潟
県
内
の
天
神
祭
祀
の
考

察
を
深
め
て
ゆ
き
た
い
。

㈠　

天
神
経
を
唱
え
る

　

柏
崎
の
天
神
経
に
つ
い
て
は
、
松
山
雍
二
氏
が
茨
目
で
聞
き
書
き
し
た

と
い
う
天
神
経
が
『
高
志
路
』（
通
巻
二
八
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。

筆
者
は
柏
崎
で
天
神
経
に
関
す
る
伝
承
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

が
、
か
つ
て
は
柏
崎
周
辺
で
も
天
神
経
を
唱
え
る
行
為
は
珍
し
く
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

溝
口
政
子
氏
は
、
新
潟
市
東
区
海
老
ケ
瀬
の
天
神
祭
り
に
は
、
天
神
を

家
々
で
祭
る
形
態
と
子
ど
も
た
ち
が
天
神
経
を
唱
え
て
集
落
の
家
を
回
る

二
形
態
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
行
う
形
態
は
、

三
〇
年
ほ
ど
中
断
し
た
が
一
二
年
前
に
復
活
し
た
と
い
う
。
祭
日
に
は
、

公
民
館
で
天
神
経
を
練
習
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
読
経
を
希
望
す
る
家
々

を
訪
れ
て
天
神
様
が
祭
ら
れ
て
い
る
座
敷
に
あ
が
る
（
写
真
５
）。
年
長

者
が
「
て
ん
じ
ん
き
ょ
う
ー
」
と
唱
え
た
の
を
合
図
に
全
員
で
天
神
経
を

唱
え
、終
わ
る
と
家
の
人
か
ら
菓
子
な
ど
を
も
ら
う
と
い
う（

11
（

。こ
こ
で
は
、

家
の
人
び
と
は
「
天
神
経
」
を
唱
え
る
子
ど
も
た
ち
を
天
神
の
司
祭
者
と

し
て
丁
重
に
迎
え
て

い
る
と
い
え
る
。
こ

う
し
た
形
態
か
ら
、

新
潟
県
内
の
天
神
祭

祀
の
形
態
に
、
Ｄ
天

神
経
を
唱
え
て
祭
る

タ
イ
プ
を
加
え
て
お

き
た
い
。

　

昭
和
四
年
に
高
橋

俊
乗
氏
が
全
国
の
寺

院
に
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
を
ま
と

め
た
「
寺
子
屋
に
お
け
る
天
満
天
神
の
信
仰（

11
（

」
で
は
、
寺
子
屋
で
天
神
社

に
参
拝
す
る
際
に
行
う
こ
と
の
回
答
に
、
清
書
し
た
習
字
の
奉
納
、
天
神

経
の
読
経
、
幟
の
奉
納
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
、

現
在
の
天
神
講
の
内
容
に
も
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

天
神
経
の
テ
キ
ス
ト
は
通
常
の
折
本
式
と
と
も
に
、『
天
神
経
絵
入
講

釈
』
な
ど
の
版
本
が
知
ら
れ
て
お
り（

11
（

、
寺
子
屋
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
身
近
な
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

服
部
法
照
氏
は
偽
経
研
究
の
立
場
か
ら
、
埼
玉
県
入
間
郡
越
生
町
小
杉

写真５　新潟市東区海老ヶ瀬　天神経
写真提供：溝口政子氏
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の
曹
洞
宗
大
護
山
円
通
寺
に
所
蔵
さ
れ
た
「
天
神
経
」
を
翻
刻
し
、
内
容

に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
教
本
の
構
成
は
、
経
文
、
真
言
、
種
子
、

御
十
号
、
称
名
と
真
言
を
合
体
さ
せ
た
唱
え
文
句
、
さ
ら
に
和
歌
と
歌
の

功
徳
が
あ
り
、最
後
に
六
根
清
浄
の
祓
い
と
な
っ
て
い
る
。服
部
氏
は「
実

在
し
た
日
本
人
に
対
し
て
経
典
を
作
り
、
さ
ら
に
真
言
ら
し
き
も
の
ま
で

考
え
だ
し
た
と
い
う
現
象
は
、仏
教
の
土
着
化
の
最
た
る
も
の（

11
（

」と
述
べ
、

ま
た
、
こ
の
中
の
書
道
の
上
達
を
祈
願
す
る
三
首
目
の
歌
「
我
た
の
む
人

を
空
し
く
な
す
な
ら
ば
天
が
下
に
て
名
を
や
な
が
さ
ん
」
が
、
南
北
朝
の

頃
に
成
立
し
た
「
天
神
講
式
」（『
続
群
書
類
従
』
巻
第
五
七
）
に
も
納
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る（

11
（

。
講
式
は
、
寺
院
に
お
い
て
本
尊
の
掛
軸

な
ど
に
向
か
っ
て
、
仏
や
先
徳
、
高
僧
の
業
績
を
述
べ
、
そ
れ
を
賛
美
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
春
日
講
式
、
八
幡
講
式
、
天
神
講
式
な
ど
神
祇
の
講

式
も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
柏
崎
市
や
新
潟
市
で
子
ど
も
た
ち
が
唱

え
る
天
神
経
は
、
こ
う
し
た
歴
史
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡　

天
神
の
掛
軸

　

柏
崎
市
の
家
々
で
祭
ら
れ
る
天
神
人
形
の
背
景
に
は
、
天
神
の
掛
軸
も

掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
天
神
講
の
場
で
は
掛
軸
が
祭
祀
対
象
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
当
地
で
は
天
神
像
が
描
か
れ
た
掛
軸
が
広
く
普
及

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
隣
接
の
三
島
郡
出
雲
崎
町
で
も
同
様
で
あ
る
。

　

出
雲
崎
町
で
は
家
々
の
天
神
祭
祀
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
尼
瀬
の

「
北
国
街
道
妻
入
り
会
館
」
と
「
天
領
の
里
」
で
多
く
の
掛
軸
を
見
る
こ

と
が
で
き
た
。

　

北
前
船
の
寄
港
地
で
も
あ
り
北
国
街
道
の
宿
場
町
で
も
あ
っ
た
交
易

地
・
出
雲
崎
の
豊
か
さ
が
、
多
種
多
様
な
天
神
様
の
掛
軸
に
残
さ
れ
て
い

る
。

　

肉
筆
の
も
の
も
印
刷
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、
肉
筆
に
は
天
神
座
像
が
描

か
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
牛
乗
り
天
神
に
梅
、
天
神
座
像
に
松
と
梅
、
座
像

に
波
と
松
、
座
像
に
漢
詩
が

記
さ
れ
た
も
の
な
ど
が
あ

る
。
化
学
染
料
が
用
い
ら
れ

た
カ
ラ
フ
ル
な
印
刷
物
の
掛

軸
に
は
、
座
像
の
上
に
「
菅

公
神
詠
」
と
と
も
に
和
歌
が

書
か
れ
た
も
の
や
、
最
上
段

に
天
神
、
二
段
目
に
随
臣
、

三
段
目
に
二
匹
の
狛
犬
が
配

さ
れ
る
形
式
を
も
つ
も
の
が

あ
り
、
こ
う
し
た
印
刷
物
の

掛
軸
の
上
部
に
は
幕
が
描
か

写真６　三島郡出雲崎町　天領の里
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れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（
写
真
６
）。
ま
た
「
大
威
徳
天
満
大
自

在
天
神
」
と
神
名
だ
け
が
書
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
天
神
講
は
す
で
に
元

久
元
年
（
一
二
〇
四
）
に
は
北
野
社
で
始
め
ら
れ
、
そ
こ
で
は
管
弦
を
奏

し
、
歌
舞
を
催
し
詩
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
と
い
う
が（

11
（

、
こ
う
し
た
場
で
礼
拝

対
象
と
な
っ
た
の
が
、
天
神
名
号
や
天
神
御
影
の
掛
軸
で
あ
っ
た
。

　

赤
井
達
郎
氏
は
、
地
方
か
ら
天
神
講
の
座
に
掛
け
る
た
め
の
天
神
名
号

を
求
め
ら
れ
、
公
家
た
ち
が
盛
ん
に
こ
れ
を
揮
毫
し
て
い
る
『
言
継
卿
記
』

の
記
録
は
、
天
神
講
の
地
方
へ
の
伝
播
を
示
し
て
お
り
、
町
衆
や
郷
民
と

い
う
新
し
い
社
会
層
の
台
頭
が
、
連
歌
会
な
ど
と
と
も
に
天
神
講
の
在
地

化
を
促
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
天
神
講
創
始
の
時
期
に
北
野
天
神

縁
起
が
成
立
し
て
以
来
、
そ
の
信
仰
唱
道
の
過
程
で
、
各
地
に
さ
ま
ざ
ま

な
性
格
を
持
っ
た
天
神
縁
起
が
展
開
し
、
そ
の
絵
巻
物
も
在
地
で
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る（

11
（

。
こ
う
し
た
地
方
の
絵
師
た
ち
が
、
そ
の
後

も
多
様
な
天
神
像
の
掛
軸
を
生
み
出
す
担
い
手
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

福
井
県
の
嶺
北
地
方
で
は
、
柏
崎
と
同
様
、
正
月
に
は
天
神
様
の
掛
軸

を
床
の
間
に
祭
り
、
一
月
二
五
日
の
朝
、
お
神
酒
、
焼
き
ガ
レ
イ
、
雑
煮

ま
た
は
ご
は
ん
を
供
え
、鏡
餅
を
お
ろ
し
て
ぜ
ん
ざ
い
に
し
て
食
べ
る（
写

真
７
）。
夕
方
に
は
、
掛
軸
と
と
も
に
お
供
え
を
さ
げ
、
焼
き
ガ
レ
イ
は

子
ど
も
に
食
べ
さ
せ
て
学
問
の
上
達
を
願
い
、
天
神
様
に
お
帰
り
い
た
だ

く
と
い
う（

11
（

。川
波
久
志
氏
は
、こ
う
し
た
習
俗
が
定
着
し
た
要
因
と
し
て
、

福
井
城
下
で

活
躍
し
た
町

絵
師
・
夢
楽

洞
万
司
の
存

在
が
あ
っ
た

と
述
べ
る
。

夢
楽
洞
が
大

首
絵
の
手
法

を
用
い
て
描

い
た
「
ま
ん

し
天
神
」
と
言
わ
れ
る
天
神
掛
軸
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
大
流
行

し
、
素
人
が
こ
れ
を
ま
ね
た
掛
軸
も
「
ま
ん
し
天
神
」
と
呼
称
さ
れ
た
と

い
う（

11
（

。

　

福
井
の
事
例
か
ら
は
、
行
事
に
用
い
ら
れ
る
飾
り
物
の
普
及
が
、
祭
祀

対
象
の
形
態
に
も
影
響
す
る
と
い
え
る
。
柏
崎
や
出
雲
崎
で
は
掛
軸
の
雅

号
を
書
き
留
め
る
余
裕
が
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
が
、
今
後
は
こ

う
し
た
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
在
地
の
絵
師
と
掛
軸
の
広
が
り
と

の
因
果
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

写真７　福井県あわら市　正月の天神祭祀
写真提供：畑山和浩氏
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㈢　

天
神
人
形

　

前
節
で
は
、
在
地
の
職
人
の
存
在
が
祭
祀
対
象
を
左
右
す
る
要
因
に
あ

る
と
述
べ
た
が
、
同
時
に
信
仰
目
的
に
も
影
響
す
る
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

新
潟
県
内
の
家
々
の
天
神
祭
祀
を
見
て
ゆ
く
と
、
一
月
二
四
日
か
二
五

日
、
あ
る
い
は
月
遅
れ
の
二
月
二
五
日
の
初
天
神
に
、
床
の
間
に
天
神
の

掛
軸
や
人
形
を
飾
り
、
学
業
成
就
を
祈
願
す
る
形
態
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
。
こ
こ
に
は
天
神
を
歳
神
と
す
る
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。

　

越
路
町
で
は
、
二
月
二
五
日
が
天
神
様
の
日
で
、
神
谷
で
は
床
の
間
に

菅
原
道
真
の
掛
軸
を
飾
り
、
お
は
ぎ
を
供
え
、
燈
明
を
あ
げ
る
。
そ
の
前

に
子
ど
も
た
ち
は
正
座
し
、
頭
が
よ
く
な
る
よ
う
に
と
祈
り
、
声
を
あ
げ

て
教
科
書
な
ど
の
本
を
読
ん
だ
と
い
う
。
西
谷
で
も
、
子
ど
も
が
天
神
様

の
掛
軸
の
前
で
勉
強
す
れ
ば
、
成
績
が
あ
が
る
と
い
っ
た（

1（
（

。

　

燕
市
で
は
各
家
で
行
う
天
神
祭
祀
を
「
天
神
講
」
と
呼
称
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
二
月
二
四
日
は
宵
天
神
、
二
五
日
は
天
神
様
の
日
で
、
各
地

で
は
、
床
の
間
に
天
神
様
の
掛
軸
や
土
人
形
、
そ
れ
に
松
・
竹
・
梅
、
御

神
酒
・
灯
明
・
あ
ら
れ
・
天
神
菓
子
な
ど
を
供
え
る
と
い
う
。
子
ど
も
た

ち
は
、天
神
様
の
掛
軸
の
前
で
習
字
を
し
た
り
本
を
読
ん
だ
り
し
た
後
で
、

天
神
様
の
粉
菓
子
や
黒
砂
糖
で
煎
っ
た
砂
糖
豆
の
あ
ら
れ
を
食
べ
、
線
香

花
火
を
し
て
遊
ん
だ（

11
（

。

　

吉
田
町
で
は
、
二
月
二
五
日
を
天
神
講
、
ま
た
は
天
神
祭
り
と
言
い
、

子
ど
も
が
い
る
家
で
は
各
家
で
天
神
講
を
行
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
二
四

日
に
学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
部
屋
と
床
の
間
を
掃
除
し
、
さ
ら
に
床

の
間
に
天
神
様
の
掛
軸
や
天
神
様
の
人
形
を
飾
り
、
松
・
竹
・
梅
の
木
と

天
神
菓
子
を
供
え
て
お
参
り
を
し
た
と
い
う
。
二
四
日
か
ら
二
五
日
の
晩

は
、
天
神
様
で
勉
強
す
る
と
字
が
上
手
く
な
る
、
頭
が
よ
く
な
る
と
い
わ

れ
た（

11
（

。

　

こ
れ
ら
の
信
仰
目
的
は
子
ど
も
の
学
業
成
就
で
、
天
神
祭
祀
の
形
態
と

し
て
は
新
た
に
、
Ｅ
家
々
で
天
神
に
学
業
成
就
を
祈
願
す
る
タ
イ
プ
に
位

置
付
け
ら
れ
る
。

　

掛
軸
と
と
も
に
人
形
を
飾
る
と
い
う
あ
り
方
は
、
柏
崎
の
飾
り
方
と
同

様
で
あ
る
が
、
信
仰
目
的
に
は
歳
神
祭
祀
と
学
業
成
就
と
い
う
大
き
な
違

い
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
な
手

が
か
り
で
は
あ
る
が
、
学
業
成
就
を
目
的
と
す
る
祭
祀
対
象
の
人
形
の
中

に
「
土
人
形
」
が
あ
る
こ
と
は
見
過
ご
せ
な
い
。

　

柏
崎
の
木
彫
天
神
座
像
は
、
そ
の
銘
文
か
ら
在
地
の
仏
師
が
制
作
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
ら
は
高
価
な
も
の
で
、
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
あ
る
程
度
裕
福
な
家
々
に
限
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
家
で
は
、
歳
神
に
一
年
を
つ
つ
が
な
く
過
ご
す
こ
と
を
祈
願
し
、

そ
れ
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
で
「
家
の
永
続
」
が
可
能
と
な
る
と
理
解
さ
れ
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た
た
め
に
、歳
神
と
天
神
が
同
一
視
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
大
久
保
人
形
を
は
じ
め
と
す
る
土
人
形
が
庶
民
の
手
に
渡
っ
て
ゆ

く
過
程
で
、
信
仰
目
的
は
子
ど
も
の
学
業
成
就
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
静
岡
県
中
西
部
地
方
で
三
月
節
供
に
男
児
の
た
め
の

天
神
人
形
を
飾
る
と
い
う
習
俗
は
、
志
太
天
神
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い

え
る
。
同
様
の
習
俗
は
山
陰
山
陽
地
方
に
も
あ
り
、
広
島
県
で
は
男
児
に

は
初
天
神
、
女
児
に
は
初
雛
の
画
軸
や
土
人
形
が
縁
故
者
か
ら
お
く
ら
れ

た
と
い
う
が
、
そ
の
需
要
に
応
え
た
の
は
、
三
次
人
形
や
三
原
人
形
と
呼

ば
れ
た
節
供
泥
人
形
で
あ
っ
た（

11
（

。
島
根
県
や
岡
山
県
に
も
、
男
児
に
「
泥

天
神
」
と
呼
ば
れ
る
人
形
を
贈
る
習
俗
が
あ
る
。
節
供
泥
人
形
を
受
容
し

た
地
で
は
、「
人
形
を
贈
る
」
文
化
も
同
時
に
受
容
し
た
の
で
あ
る
。

　

物
語
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
中
行
事
の
飾
り
物
へ
の
購
買

意
欲
は
い
や
が
上
に
も
高
ま
る
。
男
児
の
「
立
身
出
世
」
は
、
近
代
日
本

に
お
い
て
国
民
的
な
願
望
で
あ
っ
た
。
秀
才
の
誉
高
い
道
真
の
伝
記
と
学

業
成
就
を
叶
え
る
天
神
へ
の
信
仰
は
、
大
き
な
物
語
と
な
っ
て
天
神
関
係

の
商
品
開
発
を
後
押
し
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
各
地
で
生
産
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
天
神
人
形
に
在
地
の
思
想
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、信
仰
目
的
に
も
差
異
を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
現
地
調
査
を
行
っ
た
静
岡
県
沼
津
市
や
新
潟
県
柏
崎
市
の

天
神
祭
祀
の
実
態
か
ら
、
こ
れ
ま
で
民
俗
学
で
も
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
天

神
講
の
地
域
的
特
色
の
考
察
を
試
み
た
。

　

静
岡
県
内
で
、
天
神
講
を
見
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
は
次
の
二
タ
イ
プ
の

天
神
講
の
形
態
が
存
在
し
た
。

　
　

Ａ
学
業
成
就
を
天
神
社
に
祈
願
す
る
タ
イ
プ

　
　

Ｂ
小
学
校
の
入
学
・
卒
業
を
意
識
す
る
タ
イ
プ

　

Ａ
と
Ｂ
タ
イ
プ
の
分
布
は
静
岡
県
東
部
地
域
に
集
中
し
て
い
る
。ま
た
、

子
ど
も
た
ち
が
天
神
講
を
行
う
場
合
、
構
成
員
は
小
学
生
だ
け
の
場
合
と

小
学
生
と
中
学
生
が
合
同
で
行
う
場
合
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
で
、
何
を
祭
祀
対
象
に
し
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る

と
（
ア
）
天
神
社
と
（
イ
）
掛
軸
、（
ウ
）
具
体
的
な
祭
祀
対
象
は
持
た

な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
Ａ
タ
イ
プ
の
天
神
講
で
は
、
天
神
社
に
お

参
り
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
要
素
に
な
っ
て
お
り
、
参
拝
回
数
は
年
一
度

で
は
な
く
三
回
の
場
合
が
多
い
。
し
か
し
Ｂ
タ
イ
プ
で
は
必
ず
天
神
社
に

参
拝
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
開
催
さ
れ
る
の
は
三
月
の
年
一
回
で
あ
る
。

　

静
岡
県
中
西
部
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
天
神
講
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
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考
察
範
囲
を
天
神
祭
祀
に
広
げ
て
み
る
と
、
家
々
で
男
児
の
節
供
に
天
神

人
形
を
飾
る
習
俗
が
あ
る
。
そ
の
際
の
祭
祀
対
象
は
（
エ
）
人
形
で
あ
り
、

こ
こ
に
は
志
太
天
神
の
よ
う
な
地
場
産
業
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、
柏
崎
市
を
中
心
に
新
潟
県
内
の
天
神
祭
祀
と
天
神
講
を
見
て
ゆ

く
と
、
次
の
形
態
が
析
出
さ
れ
る
。

　
　

Ａ　

家
々
で
天
神
を
歳
神
と
し
て
祭
る
タ
イ
プ

　
　

Ｂ　

天
神
講
で
子
ど
も
仲
間
が
集
ま
る
タ
イ
プ

　
　

Ｃ　

天
神
講
で
子
ど
も
組
と
若
者
組
が
交
流
す
る
タ
イ
プ

　
　

Ｄ　

天
神
経
を
唱
え
て
祭
る
タ
イ
プ

　
　

Ｅ　

家
々
で
天
神
に
学
業
成
就
を
祈
願
す
る
タ
イ
プ

　

柏
崎
市
内
で
行
わ
れ
て
い
た
天
神
講
は
Ｂ
タ
イ
プ
が
多
く
、
天
神
様
の

掛
軸
を
下
げ
た
宿
で
子
ど
も
た
ち
が
ご
馳
走
を
食
べ
て
遊
ぶ
と
い
う
娯
楽

の
機
会
で
あ
っ
た
。
Ｃ
タ
イ
プ
は
、
こ
う
し
た
子
ど
も
組
と
若
者
組
が
宿

で
攻
防
戦
を
行
う
と
い
う
珍
し
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祭
祀
対
象

に
は
（
ア
）
人
形
と
（
イ
）
掛
軸
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
他
、
静
岡
県
内
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
新
潟
県
内
に
見
ら
れ

た
祭
祀
方
法
が
「
天
神
経
を
唱
え
る
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
柏
崎
市
の

家
々
で
唱
え
ら
れ
た
天
神
経
は
、
新
潟
市
で
も
各
戸
で
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
子
ど
も
た
ち
が
集
落
の
家
々
を
回
っ
て
天
神
経
を
唱
え
る
場
合
も

あ
る
。
こ
う
し
た
形
態
を
Ｄ
タ
イ
プ
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
柏
崎
市
で
家
々
の
天
神
祭
祀
を
検
証
し
た
結
果
、
こ
こ
に
顕

著
だ
っ
た
の
は
Ａ
タ
イ
プ
で
、
天
神
を
歳
神
と
意
識
し
て
年
末
か
ら
一
月

二
五
日
ま
で
祭
る
形
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
柏
崎
以
外
の
場
所
で
は
、
一

月
二
五
日
あ
る
い
は
月
遅
れ
の
二
月
二
五
日
の
初
天
神
の
機
会
に
、
子
ど

も
の
学
業
成
就
を
祈
願
し
て
天
神
を
祭
る
Ｅ
タ
イ
プ
の
形
態
が
多
く
、
こ

の
行
事
を
天
神
講
と
呼
称
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
祭
日
や
信
仰

目
的
は
異
な
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
祭
祀
対
象
は
（
ア
）
人
形
と

（
イ
）
掛
軸
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
静
岡
県
と
新
潟
県
の
天
神
講
を
考
察
し
た

結
果
、
子
ど
も
た
ち
が
行
事
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
共
通
項
は
持
ち
な
が

ら
も
、
祭
祀
形
態
や
祭
祀
対
象
に
は
差
異
が
あ
り
、
天
神
講
に
は
複
数
の

形
態
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

ま
た
、
祭
祀
対
象
で
あ
る
天
神
社
・
掛
軸
・
人
形
と
、
祭
祀
方
法
の
天

神
経
を
唱
え
る
行
為
な
ど
に
つ
い
て
は
個
別
に
検
討
を
加
え
た
。
そ
こ
で

は
、
各
地
の
天
神
講
は
仏
教
の
天
神
講
式
を
介
し
て
各
地
に
伝
播
し
て
在

地
化
し
た
こ
と
や
、
人
形
や
掛
軸
な
ど
の
年
中
行
事
の
飾
り
物
の
普
及
が

信
仰
目
的
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
な
ど
の
可
能
性
を
あ
げ
、
今
後
の
研
究
課

題
を
提
示
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
い
た
各
地
の
天
神
講
を
一
つ
一
つ
検

証
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
関
心
を
持
つ
研
究
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者
が
皆
無
で
は
な
い
こ
と
は
心
強
い（

11
（

。
今
後
も
継
続
し
て
調
査
を
行
っ
て

新
た
な
天
神
講
の
形
態
を
発
見
し
て
ゆ
き
た
い
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、

天
神
様
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
場
所
が
合
格
祈
願
の
た
め
に
参
拝
す
る
天
神
社

に
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
は
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
。
身
近
な
場
所
に
咲
く
梅

の
香
が
天
神
様
の
訪
れ
を
告
げ
、
そ
れ
を
感
受
し
た
子
ど
も
た
ち
が
自
ら

の
手
で
天
神
様
を
祭
る
…
…
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
が
、
生
涯
忘
れ
難
い
記

憶
と
し
て
人
び
と
の
心
に
刻
ま
れ
る
天
神
講
を
、
筆
者
は
歴
史
の
中
に
埋

没
さ
せ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

末
筆
な
が
ら
、柏
崎
市
内
で
は
筆
者
の
突
然
の
来
訪
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

温
か
く
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
吉
田
兵
庫
氏
、
高
橋
功
一
・
愛
子
夫
妻
に
、

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註（1
） 

桜
井
徳
太
郎　
『
講
集
団
成
立
過
程
の
研
究
』　

昭
和
三
七
年　

吉
川
弘
文
館　

三
二
三
～
五
頁

（
2
） 

拙
著　
『
子
ど
も
集
団
と
民
俗
社
会
』　

平
成
二
二
年　

岩
田
書
院　

六
六
頁
。
こ

の
中
で
は
「
学
齢
を
意
識
し
て
い
る
タ
イ
プ
」
と
「
入
学
・
卒
業
を
あ
ま
り
意
識

し
て
い
な
い
タ
イ
プ
」
に
分
類
し
た
。

（
（
） 

沼
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
・
沼
津
市
教
育
委
員
会
編　
『
沼
津
市
史
』
資
料
編
民

俗　

平
成
一
四
年　

沼
津
市
刊　

四
二
九
頁

（
（
） 

沼
津
市
史
編
集
委
員
会
民
俗
部
会
編　
『
木
負
・
河
内
の
民
俗
』　

平
成
五
年　

沼

津
市
教
育
委
員
会
刊　

一
二
二
～
三
頁

（
（
） 

前
掲
（
2
）　

五
八
頁

（
（
） 

前
掲
（
2
）　

五
九
頁

（
（
） 

前
掲
（
（
）　

四
一
・
四
二
九
頁

（
（
） 

前
掲
（
（
）　

四
八
七
頁

（
（
） 

前
掲
（
1
）　

三
二
二
頁

（
10
） 

裾
野
市
史
編
さ
ん
専
門
委
員
会　
『
裾
野
市
史
』
第
七
巻
資
料
編
民
俗　

平
成
九

年　

裾
野
市
刊　

六
七
五
～
七
頁

（
11
） 

静
岡
市
内
に
は
、
蒔
絵
師
た
ち
が
職
業
神
と
し
て
天
神
を
信
仰
す
る
天
神
講
が
あ

る
。（
静
岡
県
編
・
刊　
『
静
岡
県
史
』
別
編
一　

民
俗
文
化
史　

平
成
七
年　

四
九
九
頁
）

（
12
） 

藤
枝
市
郷
土
博
物
館
編
・
刊　
『
志
太
の
雛
人
形
』　

平
成
一
二
年

（
1（
） 

三
井
田
忠
明　
「
正
月
飾
り
と
し
て
の
天
神
さ
ん
―
新
潟
県
柏
崎
市
の
正
月
行
事

―
」（『
高
志
路
』　

第
三
九
二
号　

平
成
二
六
年
六
月　

新
潟
県
民
俗
学
会　

一

～
一
三
頁
）

（
1（
） 

前
掲
（
1（
）　

一
二
頁
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
「
梅
沢
文
宗
」
で
あ
る
。

（
1（
） 

小
松
茂
美　
『
日
本
書
流
全
史
』
上
巻　

昭
和
四
五
年　

講
談
社　

六
九
八
～

七
〇
二
頁

（
1（
） 

柏
崎
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編　
『
柏
崎
市
史
資
料
集
』
民
俗
篇　

柏
崎
市
史
編
さ

ん
室
刊　

昭
和
六
一
年　

六
一
五
頁

（
1（
） 

前
掲
（
1（
）　

六
二
五
頁

（
1（
） 

前
掲
（
1（
）　

六
三
四
頁

（
1（
） 

前
掲
（
1（
）　

六
四
二
頁

（
20
） 

山
田
貢　
『
思
出
の
夜
話　

あ
っ
た
と
さ
』　

山
田
貢
刊　

昭
和
四
二
年
（
第
三
版 

初
版
は
昭
和
一
七
年
）　

四
〇
三
頁

（
21
） 
松
山
雍
二　
「
天
神
経
と
童
謡
」（『
高
志
路
』　

第
二
八
号　

昭
和
一
二
年
四
月　

新
潟
県
民
俗
学
会　

四
三
～
四
頁
）
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（
22
） 

溝
口
政
子　
「
海
老
ケ
瀬
天
神
さ
ま
巡
り
」（『
新
潟
日
報
』　

平
成
二
九
年
二
月

二
三
日
）

（
2（
） 

高
橋
俊
乗　
「
寺
子
屋
に
お
け
る
天
満
天
神
の
信
仰
」（
村
山
修
一
編　

民
衆
宗
教

史
叢
書
第
四
巻
『
天
神
信
仰
』　

雄
山
閣　

昭
和
五
八
年　

二
四
六
～
七
頁
／
初

出
は
『
芸
文
』
二
〇
巻
四
号
、
昭
和
四
年
）

（
2（
） 

田
坂
順
子
氏
に
よ
る
「『
天
神
経
絵
入
講
釈
』
翻
刻
と
解
題
」（『
福
岡
大
学
研
究

部
論
集
』
通
巻
二
八
七
号　

平
成
一
八
年
二
月　

一
四
七
～
一
七
〇
）
が
あ
る
。

ま
た
、
真
壁
俊
信
氏
は
『
天
神
信
仰
の
基
礎
的
研
究
』（
昭
和
五
九
年　

日
本
古

典
籍
註
釈
研
究
会　

三
二
三
～
九
頁
）
の
中
で
、
渓
斎
英
泉
に
よ
る
浮
世
絵
と
と

も
に
「
天
神
経
」
が
あ
る
一
幅
の
掛
軸
を
写
真
付
き
で
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
に

は
「
天
神
経
／
如
是
我
聞
一
時
仏
在
須
菩
提
／
王
八
万
四
千
法
蔵
金
剛
般
若
／
波

羅
蜜
多
第
一
梵
天
王
第
二
／
帝
釈
天
第
三
閻
羅
王
釈
迦
／
牟
尼
仏
等
三
千
大
千
世

界
広
／
大
福
聚
受
経
一
切
諸
仏
普
敬
礼
／
拝
供
養
慧
命
須
菩
堤
王
一
切
／
明
神
等

三
千
大
千
世
界
供
養
／
諸
仏
普
敬
／
南
無
天
満
大
自
在
天
神
／
心
た
に
ま
こ
と
の

道
に
か
な
い
な
ば
／
祈
ら
す
と
て
も
神
や
ま
も
ら
ん
」（
／
は
改
行
）
と
あ
る
。

（
2（
） 

服
部
法
照　
「『
天
神
経
』
に
つ
い
て
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
四
二
巻
第
一

号 

平
成
五
年
一
二
月　

一
八
五
頁
）

（
2（
） 

前
掲
（
2（
）　

一
八
七
頁

（
2（
） 

三
島
暁
子　
『
天
皇
・
将
軍
・
地
下
楽
人
の
室
町
音
楽
史
』　

平
成
二
四
年　

思
文

閣　

八
八
頁

（
2（
） 

赤
井
達
郎　
『
絵
解
き
の
系
譜
』　

平
成
元
年　

教
育
社　

三
五
一
～
四
頁

（
2（
） 

福
井
市
編
・
刊　
『
福
井
市
史
』
民
俗　

昭
和
六
三
年　

三
一
～
二
頁

（
（0
） 

川
波
久
志　
「
福
井
県
嶺
北
地
方
に
お
け
る
正
月
の
天
神
と
節
供
の
天
神
（
一
）

（『
福
井
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
』
第
一
一
号　

平
成
二
七
年
三
月　

二
〇
頁

（
（1
） 

越
路
町
編
・
刊　
『
越
路
町
史
』
別
編
二
民
俗　

平
成
一
三
年　

七
二
頁

（
（2
） 

燕
市
編
・
刊　
『
燕
市
史
』
民
俗
・
社
会
・
文
化
財
編　

平
成
二
年　

二
七
三
頁

（
（（
） 

吉
田
町
編
・
刊　
『
吉
田
町
史
』
資
料
編
六
民
俗　

平
成
一
四
年　

三
六
六
頁

（
（（
） 

大
竹
信
雄　
「
我
が
家
の
天
神
さ
ん
」（
前
掲
1（
）　

一
六
頁

（
（（
） 

藤
井
昭　
『
日
本
の
民
俗　

広
島
』　

昭
和
四
八
年　

第
一
法
規
出
版　

二
一
四
～

五
頁

（
（（
） 

相
澤
出
氏
は
「
ム
ラ
の
子
供
の
集
団
と
そ
の
行
事
」（『
東
北
民
俗
』
第
五
〇
巻　

平
成
二
八
年
六
月
）
と
「
地
域
の
子
供
の
集
団
と
そ
の
行
事
の
変
遷
」（『
東
北
民

俗
』
第
五
一
巻　

平
成
二
九
年
六
月
）
で
、
宮
城
県
名
取
市
植
松
で
現
地
調
査
を

行
っ
て
当
地
の
天
神
講
の
変
遷
を
論
じ
、
ま
た
大
正
期
の
文
書
「
植
松
北
天
神
講

文
書
」
か
ら
、
植
松
の
天
神
講
の
子
ど
も
集
団
に
は
高
い
自
律
性
が
あ
っ
た
こ
と

を
検
証
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
が
各
地
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。


