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怨霊としての菅原道真公 

 

天
満
宮
は
学
業
成
就
、
八
幡
宮

は
勝
負
事
、
お
稲
荷
さ
ん
や
え
び

す
さ
ん
は
商
売
繫
盛
…
多
く
の
神

社
に
は
「
ご
利
益
」
と
呼
ば
れ
る

参
拝
、
崇
敬
の
「
見
返
り
的
要
素
」

が
あ
り
ま
す
。
で
は
、
こ
れ
ら
は

そ
の
神
社
の
創
建
や
祭
神
に
対
す

る
信
仰
が
生
じ
た
当
初
か
ら
あ
っ

た
も
の
な
の
か
と
言
う
と
、
そ
う

い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

全
国
の
天
満
宮
で
祀
ら
れ
る
菅

原
道
真
公
の
総
本
社
は
九
州
の
太

宰
府
天
満
宮
で
す
が
、
大
宰
府
は

道
真
公
が
左
遷
さ
れ
没
し
た
地
で

す
。
道
真
公
没
後
に
都
で
凶
事
が

続
き
そ
れ
が
道
真
公
に
よ
る
祟
り

で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
怨
霊
を
鎮

め
る
為
に
創
建(

西
暦
九
一
九
年)

さ
れ
た
の
が
太
宰
府
天
満
宮
で

す
。
怨
霊
と
し
て
畏
怖
の
対
象
で

あ
っ
た
道
真
公
が
「
学
問
の
神
」

と
し
て
広
く
定
着
し
た
の
は
、
私

見
も
入
り
ま
す
が
概
ね
江
戸
時
代

以
降
で
は
無
い
で
し
ょ
う
か
。 
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
東
春
神
社
考
」  

 

惣
村
が
成
立
し
氏

神(

産
土
神)

神
社
の

創
建
が
盛
ん
に
な
っ

た
中
世
後
期
、
ま
た
は

江
戸
時
代
に
入
り
社

会

が

安

定

す

る

と

人
々
に
も
余
裕
が
出

て
き
て
、
学
問
等
に
関

心
を
向
け
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
り
、

そ
こ
で
当
時
か
ら
一

級
の
知
識
人
と
し
て

評
価
の
高
か
っ
た
道

真
公
へ
の
関
心
も
高

ま
り
、
そ
れ
が
現
在
に

至
る
「
菅
原
道
真
公
＝

学
問
の
神
と
し
て
あ

や
か
る
」
事
に
繋
が
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
下
末
の
天
満
天
神

社
は
西
暦
一
六
五
八

年
と
さ
れ
る
の
で
、
元

か
ら
怨
霊
信
仰
で
は

な
く
学
問
の
神
と
し 

て
の
ご
利
益
を
求
め

た
の
で
し
ょ
う
。
尚
、

篠
岡
地
区
で
怨
霊
信

仰
を
元
と
す
る
神
社

と
し
て
は
、
大
山
の
兒

社
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

元
々
当
地
に
あ
っ
た

寺
が
焼
き
討
ち
に
遭

い
社
僧
と
子
供
の
修

行
僧
が
死
亡
、
そ
の
怨

霊
を
鎮
め
る
為
の
創

建
と
さ
れ
、
現
在
は
子

供
の
守
り
神
と
し
て

信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

他
に
八
幡
神(

八
幡

宮)

が
勝
負
事
の
神
と

さ
れ
る
の
は
源
氏
の

氏
神
で
あ
っ
た
か
ら
、

稲
荷
神
社
が
商
売
繫

盛
で
信
仰
さ
れ
る
の

は
産
業
の
基
本
で
あ

る
農
業
に
お
い
て
五

穀
豊
穣
を
司
る
か
ら
、

等
様
々
な(

裏
面
へ) 

ご
祭
神
と
ご
利
益

り

や

く

に
つ
い
て 

菅原道真公 

 



理
由
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
殆
ど

は
後
世
に
、
御
祭
神
の
事
跡(

菅
原

道
真
公)
で
あ
る
と
か
、
特
定
の
神

を
特
に
信
仰
し
た
人
物(

八
幡
神

と
源
義
家)

に
さ
ら
に
あ
や
か
る
、

又
は
何
と
な
く(

そ
の
様
な
ご
利

益
が
あ
る)

言
わ
れ
続
け
て
定
着

し
た
…
な
ど
、
実
は
明
確
な
根
拠

が
あ
る
も
の
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

当
時
の
人
の
多
く
が
そ
う
思
っ
て

い
た
の
か
、
或
い
は
誰
か
が
い
き

な
り
言
い
出
し
た
の
か
…
今
と
な

っ
て
は
そ
れ
を
知
る
術
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
を
「
い
い
加
減
」

と
捉
え
る
か
「
長
い
歴
史
の
中
で

培
わ
れ
た
伝
統
」
と
捉
え
る
か
、

ま
た
、
全
く
別
の
見
方
を
す
る
か

は
、
そ
の
人
次
第
で
は
無
い
で
し

ょ
う
か
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典
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四
月 

六
日 

兒
社
春
祭 

二
十
日 

天
満
天
神
社
月
次
祭 

 

五
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六
日 

上
末
八
幡
社
祈
年
祭 

十
八
日 

天
満
天
神
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歳
旦
祭 

 

六
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二
十
二
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池

之

内

八
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神
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早
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天
満
天
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早
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上
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七
月 

二
十
日 

三
明
神
社
雲
霞
祭 

 

天
満
天
神
社
月
次
祭 

 

※
日
程
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
最
新
の
予
定
及
び
詳
細

な
時
間
は
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
下

さ
い
。 

      

お
知
ら
せ 

 

下
末
マ
ル
シ
ェ(

開
催
済) 

 

四
月
五
日(

土)

、
下
末
の
天
満

天
神
社
に
て
「
さ
く
ら
マ
ル
シ
ェ
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
昨
年
は
桜

が
未
開
花
で
生
憎
の
雨
で
し
た
が
、

本
年
は
満
開
晴
天
の
下
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
来
年
以
降
の
実
施
に
つ

い
て
は
都
度
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で

お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。 

 

 

桜
に
つ
い
て 

 

本
紙
発
行
時
点
で
桜
は
散
り
果

て
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
年
含

む
過
去
の
桜
の
様
子(

上
末
八
幡

社
及
び
下
末
天
満
天
神
社)

に
つ

い
て
は
、
公
式
サ
イ
ト
よ
り
イ
ン

ス
タ
グ
ラ
ム
又
はY

o
u

T
u

b
e

に

て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

  

次
回
発
行
予
定
に
つ
い
て 

「
篠
岡
神
社
報
」次
号0

0
8

号
は
、

七
月
中
旬
頃
発
行
予
定
で
す
。 

尚
、
印
刷
・
回
覧
の
手
間
、
ま
た

「
誰
も
読
ん
で
い
な
い
の
で
は
な

い
か
」
と
言
う
指
摘
が
あ
る
た
め
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
電
子
版(

現
在

もP
D

F

及
び
画
像
で
ア
ッ
プ)

の

み
公
開
す
る
形
を
検
討
し
て
い
ま

す
。
紙
ベ
ー
ス
で
な
い
と
…
と
言

っ
た
ご
意
見
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご

連
絡
下
さ
い
。
全
く
無
け
れ
ば
次

回
よ
り
電
子
版
の
み
と
す
る
可
能

性
が
高
い
で
す
。 


