
「ぎ
ゅ
う
ば

牛
馬
の
神
様 

だ
い
じ
ょ
う
ご
ん
じ
ん
じ
ゃ

大
将
軍
神
社
」 

  

篠
原
小
倉
山
に
あ
る
、
大
将
軍

だ
い
じ
ょ
う
ご
ん

神
社
は
の
、 

今
か
ら
約
八
百
年
く
れ
え
前
、 

平
安
時
代
の
終
わ
り
の
こ
ろ
、
加
賀
ん
国
と
い
う
ち
、 

石
川
県
の
篠
原
岳
に
ご
ざ
っ
た
御
仏
体
の
三
体
で
、 

日
本
で
ん
、
指
折
り
の
牛
馬
の
守
護
神
仏
と
し
ち
有
名
な
御
社
じ
ゃ
っ
た
。 

そ
ん
仏
様
が
篠
原
の
山
に
移
っ
ち
き
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
。 

 

何
で
挾
間
町
に
来
た
か
ち
ゅ
う
と
の
ー
、 

源
氏
と
平
家
の
争
い
の
時
、
平
清
盛
が
、
源
氏
に
追
わ
れ
た
時
ん
こ
と
じ
ゃ
、 

加

賀

の
国 

篠

原

岳

ん
御

社

に
、

か
と
う
ひ
ょ
う
ぶ
だ
ゆ
う

加
藤
兵
部
大
夫

ち

ゅ
人

が

お

っ

た
。 

兵

部

太

夫

は
、

へ
い
か

兵
火

か
ら

の
が

れ
る
た
め
、 

御

仏

体

を
守

っ

ち

、
安

置

で
き

る

と
こ
ろ
を

求

め
、 

日

本

中

を
あ

っ

ち

こ
っ
ち

流

れ

歩
い
た
ん
じ
ゃ
。 

や
が
て
、
寿
永
四
年
（
一
一
八
五
）
の
こ
と
、 

や
っ
と
ん
こ
と
で
、
時
松
ん
「
ト
リ
ス
ガ
リ
」
ち
ゅ
う
所
に
た
ど
り
つ
い
た
。
、 

時
松
に
は
、
今
で
ん
め
ず
ら
し
い
地
名
が
残
っ
ち
ょ
る
。 

「
買
い
米
」
、
米
を
洗
っ
た
「
洗
い
の
里
」
、
（
現
在
名 

荒
井
）
と
か
、 

姫
が
綾あ

や

を
織
ち
ょ
っ
た
音
ん
聞
こ
え
る
、
綾
織
谷

あ
や
お
り
だ
に

と
い
う
名
が
残
っ
ち
ょ
る
。 



時
松

と
き
ま
つ

に
、
移
住
し
て
お
っ
た
文
治
年
間
（
一
一
八
五
―
八
九
）
の
こ
ろ
、 

あ
る
夜
、

ひ
ょ
う
ぶ
だ
ゆ
う

兵
部
大
夫
ん
枕
許

ま
く
ら
も
と

に
神
童
が
現
れ
ち
、 

「
こ
こ
か
ら
一
里
ほ
ど
行
っ
た
南
の
方
に 

清
潔
な
高
い
山
が
あ
る
。 

そ
こ
に
御
仏
体
を
安
置
し
な
さ
い
。
」 

と
い
う
お
告
げ
が
あ
っ
た
そ
う
な
。 

そ
い
で
兵
部
大
夫

ひ
ょ
う
ぶ
だ
ゆ
う

は
、
御
仏
体
を
今
ん
所
に
安
置
し
、 

石
川
県
の
、
篠
原
岳

し
の
は
ら
だ
け

の
名
を
取
っ
ち
名
付
け
た
ん
が
、 

大
将
軍

だ
い
じ
ょ
う
ご
ん

神
社
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
じ
ゃ 

 

世
の
中
も
お
さ
ま
っ
た
江
戸
時
代 

宝
永

ほ
う
え
い

六
年
（
一
七
〇
九
）
の
こ
ろ
、 

肥
後

ひ

ご

（
熊
本
）
ん
国
の 

ほ
そ
か
わ
え
っ
ち
ゅ
う
の
か
み
つ
な
と
し

細
川
越
中
守
綱
俊
ち
ゅ
う
殿
様
が
、 

参
勤

さ
ん
き
ん

交
代

こ
う
た
い

で
、
江
戸
（
東
京
）
に
の
ぼ
る
途
中
、 

急
に
馬
の
元
気
が
の
う
な
っ
た
。 

仕
方
な
く
野
津
原

の

つ

は

る

の
、
一
の
瀬
ち
ゅ
う
と
こ
ろ
に
泊
ま
っ
ち
、
家
来
と
相
談
し
た
そ
う
な
、 

家
来
ん
一
人
が
、 

「
挾
間
の
大
将
軍
神
社
は
、
牛
馬
の
守
護
神
仏
じ
ゃ
か
ら
、 

き
と
う

祈
祷
し
て
も
ろ
う
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
」
と
、
殿
様
に
申
し
上
げ
た
そ
う
な
。 

 

早
速

さ
っ
そ
く

、
次
ん
朝
早
よ
う
、
殿
様
は
家
来
を
つ
れ
て
お
参
り
し
た
。 

一
の
瀬
に
帰
っ
ち
み
る
と
、 

な
ん
と
、
元
気
な
馬
の
い
な
な
き
が
聞
こ
ゆ
る
じ
ゃ
ね
え
か
。 

殿
様
や
、
家
来
は
霊
験

れ
い
げ
ん

の
あ
ら
た
か
に
た
ま
が
ち
っ
し
も
う
た
。 

と
て
ん
喜
ん
じ 

さ
っ
そ
く
江
戸
に
向
こ
う
ち
出
発
し
た
と
い
う
。 

 

そ
れ
か
ら
、
三
年
間
の
江
戸
詰づ

め

が
終
わ
っ
ち 

、
肥
後
に
帰
っ
た
殿
様
は
、 



旧
正
月
の
十
三
日
に
、

き
ん
す

金
子
一
〇
〇
〇

び
き疋

（び
き疋

は
二
十
六
文
）
米
五
俵
と
、 

御
輿

み

こ

し

一
台
を
持
っ
ち
お
礼
参
り
に
き
た
ん
じ
ゃ
。
、 

そ
れ
か
ら
は
、
肥
後
藩
の
牛
馬
の
祈
祷
所

き

と

う

し

ょ

と
し
て
定
め 

毎
年
お
参
り
さ
せ
た
そ
う
な
。 

 

殿
様
は
ま
た 

村
ん
衆
に
も
、 

鏡
餅

か
が
み
も
ち

や
、
赤
飯
を
炊
い
ち
振
る
舞
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
。 

鏡
餅
を
供
え
た
り
ご
馳
走
す
る
風
習
は
、
今
で
ん
村
に
残
ち
ょ
る
。 

正
月
の
十
三
日
か
ら
三
日
間
は
、 

九
州
は
も
ち
ろ
ん
遠
く
四
国
、
中
国
方
面
か
ら
お
参
り
す
る
人
も
多
く
、 

牛
馬
を
つ
れ
ち
、
お
参
り
す
る
姿
は
有
名
じ
ゃ
っ
た
。 

近
代
農
業
の
発
達
じ
、
牛
馬
を
飼
う
人
も
少
の
う
な
っ
ち 

お
参
り
す
る
人
も
め
っ
き
り
減
っ
ち
し
も
う
た
。 

昔
に
く
ら
ぶ
る
と
、 

淋
し
ゅ
う
な
っ
ち
し
も
う
た
も
ん
じ
ゃ
が
、 

今
も
、
正
月
三
日
間
は
、
店
ま
で
出
ち 

に
ぎ
や
か
じ
ゃ
。 
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一
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