
７
１
６
年
泰
澄
大
師
に
よ
り
帝
釈
天
と
諸
仏
を
祀

ら
れ
ま
し
た
が
、
織
田
信
長
の
兵
火
で
焼
失
し
ま
し

た
。
そ
の
後
「
雨
降
神
社
」
と
し
て
帝
釈
天
を
祀
り

ま
し
た
。
現
在
は
「
雨
降
神
社
旧
跡
の
碑
」
が
残
っ

て
い
ま
す
。

『
帝
釈
天
・三
里
山

下
新
庄
町
』



昔
、
旅
の
僧
が
村
人
に
一
杯
の
水
を
欲
し
い
と
頼
み

ま
し
た
。
村
人
は
井
戸
水
が
涸
れ
て
い
た
の
で
、
遠
く

ま
で
汲
み
に
行
き
僧
に
あ
げ
ま
し
た
。
お
礼
に
と
僧

が
杖
で
地
面
を
突
く
と
そ
こ
か
ら
水
が
湧
き
出
で
、

そ
れ
か
ら
は
涸
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

感
謝
し
た
村
人
は
地
蔵
を
祀
り
、
七
月
二
十
三
日
に

は
男
児
と
女
児
に
分
か
れ
地
蔵
祭
を
行
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

『
地
蔵
祭
り

五
郎
丸
町
』



新
横
江
地
区
に
は
鯖
江
消
防
第
3
分
団
が
あ
り
、

火
事
や
災
害
時
に
い
ち
早
く
駆
け
つ
け
る
体
制
を

と
っ
て
い
ま
す
。
地
元
の
安
全
を
守
る
頼
り
に
な
る
分

団
で
あ
り
、
日
頃
か
ら
火
災
予
防
の
見
回
り
や
避
難

訓
練
時
の
指
導
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

『
消
防
団

新
横
江
地
区
』



世
界
体
操
選
手
権
は
そ
れ
ま
で
世
界
の
大
都
市
で

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
１
９
９
０
年
に
初
め
て
鯖
江
の

よ
う
な
規
模
の
小
さ
い
地
方
都
市
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
大
会
の
宿
泊
所
と
し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
現
在

の
定
次
団
地
の
ア
パ
ー
ト
で
し
た
。
大
会
終
了
後
は

市
営
住
宅
と
し
て
現
在
４
棟
が
運
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

『
世
界
体
操

定
次
団
地
』



新
横
江
地
区
の
各
町
内
で
は
正
月
明
け
に
左
義
長

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
藁
や
木
、
竹
で
大
き
な
円
錐
状

に
立
て
た
そ
の
中
に
正
月
飾
り
や
お
札
な
ど
を
入
れ

燃
や
し
ま
す
。
こ
の
火
で
焼
い
た
餅
を
食
べ
る
と
無
病

息
災
で
い
る
こ
と
が
出
来
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

又
、
厄
年
の
娘
さ
ん
が
「
火
打
ち
」
と
呼
ば
れ
る
三

角
の
飾
り
物
を
吊
し
、
厄
払
い
を
祈
願
す
る
町
内
も

あ
り
ま
す
。

『
左
義
長

新
横
江
地
区
』


