
蚕
神
社
と
小
熊
学
校

伊
奈
波
神
社
教
学
研
究
員

　
筧

　
真
理
子

　
今
で
は
蚕
を
身
近
に
感
じ
る
人
が
少
な

く
な
り
ま
し
た
が
、か
つ
て
養
蚕
は
日
本
の

主
要
産
業
の
一
つ
で
、二
十
世
紀
初
め
に
日

本
は
世
界
一
の
生
糸
輸
出
国
で
し
た
。旧
暦

正
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
伊
奈
波
神
社
の
花

の
撓
大
祭
で
は
、現
在
も
養
蚕
の
豊
凶
が
占

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
岐
阜
町
周
辺
で
は
、江
戸
時
代
初
め
か
ら

薄
絹
が
特
産
品
と
し
て
織
ら
れ
て
い
ま
し

た
。江
戸
時
代
中
期
に
は
技
法
と
生
産
体
制

が
発
展
し
、縮
緬
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。無
地
か
ら
紋
織
へ
と
技
術
を
高
め

た
岐
阜
縮
緬
は
京
都
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。こ

の
こ
ろ
に
は
縮
緬
の
産
地
は
岐
阜
だ
け
で

な
く
丹
後
・
近
江
な
ど
に
も
広
が

て
お

り
、も
と
も
と
の
産
地
で
あ
る
京
都
西
陣
の

織
屋
は
販
路
と
原
料
糸
の
入
手
に
苦
し
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
た
め
西
陣
の
織

屋
は
、地
方
で
作
ら
れ
た
絹
織
物
が
京
都
に

入
る
の
を
制
限
し
始
め
ま
す
。岐
阜
の
縮
緬

生
産
者
た
ち
は
尾
張
藩
の
バ

ク
ア

プ

を
受
け
る
こ
と
で
そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。

　
明
和
六
年（
一
七
六
九
）、縮
緬
を
尾
張
藩

の「
御
蔵
物
」
に
す
る
こ
と
が
出
願
さ
れ
ま

し
た
。尾
張
藩
の
年
貢
と
し
て
縮
緬
を
京
都

に
運
ぶ
こ
と
で
、移
入
制
限
を
く
ぐ
り
ぬ
け

よ
う
と
し
た
の
で
す
。こ
の
目
論
見
は
う
ま

く
い
き
、岐
阜
町
と
そ
の
周
辺
の
織
屋
は
独

自
の
市
場
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。こ
の
と
き
の
出
願
代
表
者
四
名
の
中

に
は
小
熊
村（
現
在
は
岐
阜
市
金
屋
町
・
小

熊
町
な
ど
）の
伊
藤
金
三
郎
と
堀
江
吉
三
郎

が
名
を
連
ね
て
お
り
、一
八
〇
〇
年
こ
ろ
の

記
録
に
も
小
熊
村
は「
商
家
が
多
く
、縮
緬

織
屋
、刻
み
タ
バ
コ
、鍋
釜
鋳
物
、農
具
、鍛

冶
屋
、酒
屋
な
ど
が
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。小
熊
村
は
縮
緬
の
産
地
で
あ
る
と
と

も
に
、そ
の
生
産
の
差
配
人
も
い
る
地
で
し

た
。

　
村
内
に
は
、養
蚕
と
織
物
を
守
護
す
る
蚕

神
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。始
ま
り
は
不
明

で
す
が
、「
慶
長
年
中
に
織
田
信
孝
の
一
乱

（
こ
れ
は
天
正
十
一

一
五
八
三
年
に
織
田

信
孝
が
羽
柴
秀
吉
方
に
敗
北
し
た
戦
乱
を

さ
す
の
で
し

う
）で
記
録
が
焼
失
し
て
由

来
が
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、ず
い

ぶ
ん
古
く
か
ら
祀
ら
れ
て
い
た
と
伝
え
て

い
ま
す
。し
か
し
、そ
の
存
在
が
は

き
り

す
る
の
は
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
で
す
。嘉
永

元
年（
一
八
四
八
）に
慈
恩
寺
は
、境
内
地
蔵

堂
に
勧
請
さ
れ
て
い
た
蚕
守
護
神
の
た
め

に
堂
を
建
立
し
て
別
社
と
し
た
い
と
願
い

出
ま
し
た
。は
じ
め
は
長
さ
四
間
半（
約
八

メ

ト
ル
）、奥
行
き
三
間
の
堂
で
、火
の
用

心
の
た
め
瓦
ぶ
き
に
す
る
予
定
で
し
た
。し

か
し
、湿
気
の
多
い
土
地
で
冬
の
雪
や
雨
に

瓦
ぶ
き
は
耐
え
ら
れ
な
い
か
ら
と
板
ぶ
き

に
変
更
し
、長
屋
を
建
て
る
土
地
を
確
保
す

る
た
め
に
大
き
さ
も
長
さ
二
間
、奥
行
き
三

間
に
縮
小
さ
れ
ま
し
た
。蚕
神
の
堂
は
翌
嘉

永
二
年
正
月
に
完
成
し
、二
月
七
日
に
遷
座

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。こ
の
日
を
祭
日
と
し

て
、翌
三
年
二
月
七
日
に
は
お
供
え
の
餅
を

参
詣
者
へ
配

て
い
ま
す
。こ
の
の
ち
、二

月
の
初
午
と
春
秋
の
彼
岸
に
は
神
前
で
大

般
若
経
が
読
ま
れ
ま
し
た
。こ
れ
も
当
初
は

他
寺
か
ら
借
り
た
経
巻
で
執
行
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、嘉
永
六
年
に
自
前
の
経
典
を
備

え
る
た
め
に
寄
付
を
募

て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
慈
恩
寺
境
内
に
蚕
神
社
が
祀

ら
れ
た
の
で
す
が
、明
治
初
め
に
神
仏
分
離

が
命
じ
ら
れ
る
と
別
の
場
所
へ
移
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。そ
こ
で
選
ば

れ
た
の
が
、小
熊
学
校
の
空
地
で
す
。

　
明
治
五
年（
一
八
七
二
）に
学
制
が
発
布

さ
れ
る
と
、有
力
者
の
寄
附
金
を
つ
の

て

各
地
に
小
学
校
が
造
ら
れ
ま
す
。小
熊
村
で

も
明
治
六
年
一
月
に
円
龍
寺
本
堂
を
仮
校

舎
と
し
て
立
敬
義
校（
の
ち
小
熊
学
校
と
改

称
）が
創
立
さ
れ
、明
治
七
年
十
一
月
に
新

校
舎
が
建
築
さ
れ
ま
し
た
。場
所
は
現
在
の

岐
阜
市
秋
津
町
で
、巡
査
の
初
任
給
が
月
四

円
の
時
代
に
、校
舎
建
築
費
用
は
二
千
余
円

と
い
う
金
額
で
し
た
。明
治
十
一
年
に
明
治

天
皇
に
献
上
さ
れ
た『
岐
阜
県
師
範
学
校
並

同
県
下
小
学
校
写
真
帖
』（
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
）か
ら
、こ
の
新
校
舎
の
姿
を
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。石
垣
を
積
ん
だ
上
に
建
つ
モ

ダ
ン
な
西
洋
風
建
築
で
、木
造
二
階（
一
部

三
階
）建
て
の
本
瓦
ぶ
き
、二
階
に
は
ベ
ラ

ン
ダ
が
あ
り
ま
し
た
。学
校
の
周
囲
は
木
の

柵
で
囲
み
、柵
の
間
に
は
照
明
灯
を
備
え
、

南
面
に
校
門
の
冠
木
門
が
開
い
て
い
ま
し
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た
。教
場
は
八
室
あ
り
、明
治
七
年
に
は
教

員
四
名
、児
童
九
三
名（
男
五
五
、女
三
八
）

で
し
た
。明
治
八
年
に
は
地
域
の
モ
デ
ル
校

と
し
て
文
部
省
の
委
托
金
か
ら
助
成
を
受

け
て
お
り
、同
十
年
に
岐
阜
県
師
範
学
校
の

附
属
校
と
な

て
教
育
実
習
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
蚕
神
社
は
、こ
の
小
熊
学
校
内
に
借
地
し

て
遷
座
し
ま
し
た
。掲
載
し
た
写
真
は
こ
の

と
き
の
図
面
で
、「
遊
歩
場
」
は
学
校
の
運
動

場
、南
に
あ
る「
華
門
」
が
冠
木
門
、西
・
南

の「
イ
カ
キ
」
が
木
柵
で
す
。神
社
は
本
社
・

廊
・
拝
殿
・
社
務
所
か
ら
な
り
、拝
殿
に「
元

本
社
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、慈

恩
寺
境
内
に
あ

た
蚕
神
社
の
本
社
を
移

築
し
て
拝
殿
と
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。遷
座

は
明
治
七
年
十
二
月
に
出
願
し
、翌
年
一
月

に
許
可
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
と
き
、学
校
敷

地
内
に
遷
座
す
る
こ
と
を
考
慮
し
た
の
か
、

「
学
神
」も
合
祀
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。伊

奈
波
神
社
は
明
治
七
年
十
二
月
に
蚕
神
社

の
祭
祀
を
行

て
お
り
、慈
恩
寺
か
ら
遷
座

す
る
方
針
が
決
ま

た
と
き
か
ら
関
わ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、こ
の
場
所
も
蚕
神
社
の
安
住
の

地
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。小
学
校
の
児

童
数
は
明
治
十
年
に
は
二
一
三
名
、十
五
年

に
は
二
二
一

名
と
増
え
て

い
き
、
運
動

場
が
せ
ま
く

な

た
た
め
、

再
び
の
遷
座

と
な

た
の

で
す
。新
た
な

場
所
は
岐
阜

公
園
で
、
学

神
社
と
と
も

に
公
園
内
の

東
照
宮
に
合

祀
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま

し
た
。
昨
年

一
月
発
行
の

社
報
28
号
に
拙
文「
徳
川
家
康
朱
印
状
と
東

照
宮
」
を
掲
載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

そ
こ
で
東
照
宮
③
と
し
て
紹
介
し
た
も
の

が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。東
照
宮
③
は
明
治

二
十
年
に
西
荘
村（
現
在
は
岐
阜
市
）の
立

政
寺
の
家
康
像
を
移
し
て
建
立
さ
れ
た
社

殿
で
す
。こ
こ
に
蚕
神
社
・
学
神
社
を
移
転

合
祀
す
る
願
書
は
蚕
神
社
と
東
照
宮
の
信

徒
総
代
か
ら
岐
阜
県
知
事
小
崎
利
準
に
あ

て
て
出
さ
れ
て
い
ま
す
。年
月
は
不
明
で
す

が
、小
崎
知
事
は
明
治
二
十
六
年
三
月
に
知

事
を
辞
任
し
て
お
り
、同
二
十
四
年
の
濃
尾

震
災
直
後
と
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、明

治
二
十
二
年
こ
ろ
で
し

う
か
。そ
し
て
、

明
治
四
十
三
年
に
蚕
神
社
・
学
神
社
は
、東

照
宮
と
と
も
に
権
現
山
の
峯
本
宮
に
合
祀

さ
れ
ま
し
た
。

　
小
熊
学
校
は
明
治
三
十
四
年
に
伊
都
美

小
学
校
と
合
併
し
て
明
徳
小
学
校
と
な
り

ま
す
。そ
し
て
平
成
二
十
四
年
度
に
明
徳
小

学
校
が
本
郷
小
学
校
と
統
合
さ
れ
て
明
郷

小
学
校
と
な

た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と

こ
ろ
で
す
。十
五
年
ほ
ど
の
期
間
で
は
あ
り

ま
す
が
小
熊
学
校
と
歩
み
を
と
も
に
し
た

蚕
神
社
は
、今
も
峯
本
宮
に
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
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