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は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
、

そ
の
性
格
を
い
か
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
厳
島
神
社
は
戦
国
時
代
の
後
半
に
お
い
て
、「
弁
財
天
の
霊
場
」
と
し
て
そ

の
名
前
が
全
国
的
に
も
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
僧
万
年
が
永
禄
年
中

（
一
五
五
八
～
七
○
）
に
将
軍
足
利
義
輝
の
使
者
と
し
て
豊
後
の
大
友
氏
の
も

と
に
赴
い
た
と
き
、
厳
島
に
立
ち
寄
っ
て
「
弁
財
天
女
の
霊
廟
に
拝
謁
し
」、

そ
の
喜
び
を
漢
詩
に
作
り
奉
納
し
て
い
る
（『
芸
藩
通
志
』）。
ま
た
、
島
津
家

久
が
天
正
三
年
（
一
五
七
三
）
三
月
に
上
京
し
た
お
り
に
も
、
厳
島
神
社
に
参

拝
し
「
さ
て
本
社
弁
財
天
に
て
ま
し
ま
す
」
と
書
き
残
す
（｢
中
書
家
久
公
御

上
京
日
記｣

）。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
戦
国
時
代
後
期
に
は
、
厳
島
神
社
の
本
社

が
「
弁
財
天
女
の
霊
廟
」
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、

宮
島
の
観
光
案
内
を
も
兼
ね
た
「
厳
島
絵
図
」
は
、
江
戸
時
代
後
・
末
期
に
何

度
も
板
行
さ
れ
た
が（

１
）、
大
宮
の
祭
神
に
触
れ
た
画
中
の
説
明
文
で
以
下
の
よ
う

に
述
べ
る
。

本
社
大
宮
斎
ひ
奉
ル
神
市
杵
島
姫
命
を
主
と
し
、
相
殿
ニ
五
社
已
上
六

座
、
外
ニ
弁
財
天
の
像
を
安
置
す

こ
の
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
後
・
末
期
に
お
い
て
は
、
弁
財
天
（
女
）
と
称
さ
れ

た
像
が
神
々
と
と
も
に
本
社
の
内
陣
に
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。ま
た
、

厳
島
神
社
が
弁
財
天
の
霊
場
と
し
て
参
詣
客
を
集
め
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ

る
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
が
弁
財
天
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
初

め
て
確
認
で
き
る
の
は
、
大
内
義
隆
が
天
文
五
年
（
一
五
四
七
）
二
月
付
け
で

朝
鮮
に
送
っ
た
書
状
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（｢

大
願
寺
文
書｣

三
一
三
）。某

社
を
厳
島
と
号
し
、
弁
財
・
多
聞
両
天
を
安
ん
ず
。
社
主
と
し
て
年

代
深
遠
な
り
（
読
み
下
し
）

こ
こ
で
は
厳
島
神
社
に
弁
財
天
と
多
聞
天
（
毘
沙
門
天
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
と

あ
る
が
、
後
代
の
例
に
倣
え
ば
本
社
に
は
弁
財
天
が
、
客
人
社
に
は
多
聞
天
が

祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
に
続
け
て
弁
財
天
と
多
聞
天
が
こ

れ
ら
の
神
社
の
祭
主
に
な
っ
た
の
は
遠
い
昔
で
、
い
つ
こ
と
か
分
か
ら
な
い
と

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ゆ
え
に
、
厳
島
神
社
は
遅
く
と
も
戦
国
時
代
前
期
に
は
弁
財
天
の
霊
場
と

な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
始
ま
り
は
昔
の
こ
と
で
不
明
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
戦
国
時
代
の
厳
島
神
社
の
神
事
・

祭
礼
を
細
か
く
尋
ね
て
も
、
弁
財
天
の
祭
り
に
当
た
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
な
お
、鎌
倉
時
代
末
期
の
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
に
成
っ
た
『
渓

嵐
拾
葉
集
』
に
、
厳
島
神
社
は
紀
伊
国
の
天
川
弁
財
天
に
次
ぐ
日
本
第
二
の
弁

財
天
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
の
ち
当
神
社
と
弁
財
天
を
直
接
つ
な

ぐ
も
の
は
何
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
厳
島
神
社
の
弁

財
天
信
仰
の
始
ま
り
は
闇
の
彼
方
に
あ
り
、
そ
の
性
格
も
曖
昧
な
も
の
で
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
は
戦
国
時
代
以
降
も
弁
財
天
信

仰
の
霊
場
と
し
て
あ
り
続
け
、
多
く
の
参
拝
者
を
集
め
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
容
易
に
解
け
な
い
難
問
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
手
掛
り
を
得
る
た
め
、
次
の
手
順
で
検
討
を
加
え
る

こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、（
１
）
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
に
つ
い
て
研
究
史

の
整
理
を
行
い
、
こ
の
信
仰
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
見
通

し
を
得
る
。
次
は
、（
２
）
祭
神
が
弁
財
天
と
見
な
さ
れ
る
前
段
階
と
さ
れ
る

龍
神
信
仰
が
、
厳
島
神
社
で
い
つ
ど
の
よ
う
に
台
頭
し
て
き
た
の
か
を
検
討
す

る
。
最
後
に
、（
３
）
厳
島
神
社
に
お
け
る
龍
神
信
仰
か
ら
弁
財
天
信
仰
へ
の

転
換
時
期
と
そ
の
契
機
に
つ
い
て
探
る
。
さ
ら
に
、
以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま

え
て
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
に
関
す
る
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
も
整
理

す
る
。

一

　厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
に
関
す
る
研
究
史

　
喜
田
貞
吉
氏
は
つ
と
に
大
正
八
年
（
一
九
三
○
）
の
「
弁
財
天
女
考
」
の
な

か
で
、
厳
島
神
社
に
お
け
る
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
や
そ
の
契
機
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
い
る（

２
）。
弁
財
天
信
仰
は
平
安
時
代
中
頃
に
竹
生
島
で
始
ま
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
「
厳
島
も
頗
る
新
し
い
」
と
述
べ
る
。
ま
た
、『
臥
雲

日
件
録
』
文
安
四
年
（
一
四
四
七
）
四
月
十
七
日
条
に
見
ら
れ
る
、
座
頭
が

語
っ
た
と
い
う
厳
島
縁
起
に
つ
い
て
検
討
し
た
う
え
で
、
厳
島
大
明
神
は
こ
の

頃
に
す
で
に
弁
財
天
と
習
合
し
て
い
る
と
の
理
解
を
示
す
。
喜
田
氏
が
こ
の
よ

う
に
結
論
付
け
た
の
は
次
の
よ
う
な
理
解
に
基
く
。
厳
島
大
明
神
は
推
古
朝
に

美
婦
人
の
大
蛇
を
勧
請
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
厳
島
神
社
の
回
廊
が

大
蛇
の
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
回
廊
を
大
蛇

と
見
な
す
こ
と
自
体
が
す
で
に
弁
財
天
信
仰
を
示
す
と
い
う
。
な
お
、
喜
田
氏

は
厳
島
神
社
で
弁
財
天
信
仰
が
始
ま
っ
た
契
機
に
も
触
れ
、
そ
の
契
機
と
し
て

以
下
に
掲
げ
る
三
つ
の
要
件
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
ま
ず
、
室
町
時
代
に
な

る
と
上
方
で
は
弁
財
天
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
れ
が
瀬
戸
内
海
に
も
広
が
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
厳
島
神
社
の
祭
神
も
竹
生
島
と
同
じ
女
神

で
あ
っ
て
、「
市
杵
島
姫
命
」
と
も
称
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
厳
島
神
社
と

竹
生
島
は
社
殿
が
島
の
う
え
建
つ
と
い
う
共
通
性
が
あ
っ
た
の
で
、
弁
財
天
信

仰
が
「
い
つ
し
か
」
厳
島
神
社
に
も
根
付
き
栄
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
厳
島
神

社
の
弁
財
信
仰
の
在
り
方
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
非

常
に
示
唆
に
富
む
も
の
と
い
え
る
。

　
松
岡
久
人
氏
も
喜
田
氏
と
同
じ
く
座
頭
の
語
る
厳
島
縁
起
を
取
り
上
げ
て
、

厳
島
神
社
と
龍
神
が
結
び
付
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
、
こ
の
縁

起
に
は
「
弁
財
天
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
厳

島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
を
戦
国
時
代
前
期
ま
で
引
き
下
げ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
と
の
理
解
を
示
す
。
ま
た
、
厳
島
神
社
で
龍
神
信
仰
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
要
件
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
ま
ず
、
社
殿
が
海
に
せ
り
出
す
よ
う
に
建
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
龍
宮
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
連
想
が
生
ま
れ
る
。
次
に
、
昔
よ
り
弥
山
で
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
雨
乞
い
神
事
か
ら
、
祈
願
の
対
象
と
な
る
龍
神
の
こ
と
を
思
い
浮

か
べ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
厳
島
信
仰
が
室
町
時
代
の
前
期

に
は
浄
土
往
生
か
ら
現
世
利
益
へ
と
大
き
く
変
化
し
始
め
て
い
た
、
こ
れ
は
庶

民
信
仰
の
在
り
方
と
社
家
三
方
の
神
社
経
営
の
思
い
を
反
映
し
て
い
る
と
指
摘

す
る（

３
）。
松
岡
氏
の
所
論
は
必
ず
し
も
整
合
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
。
し
か
し
、
厳
島
信
仰
が
室
町
時
代
の
前
期
に
は
浄
土
往
生
か
ら
、
現

世
利
益
へ
と
大
き
く
変
化
し
始
め
て
い
た
と
い
う
の
は
、
福
徳
の
神
弁
財
天
信

仰
が
厳
島
神
社
に
根
付
く
背
景
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ

う
な
変
化
は
庶
民
の
救
済
観
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
社
家
三
方
の
神
社
経

営
の
必
要
性
に
基
づ
く
と
も
説
い
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
厳
島
神
社
に
お
け

る
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
は
、
彼
ら
の
主
導
に
よ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
点
は
厳
島
神
社
に
弁
財
天
を
祀
る
神
事
・
祭
礼
が
な
い
こ
と
か
ら
も

疑
問
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
史
料
の
う
え
で
「
弁
財
天
」
と
い
う
表
現

が
確
認
で
き
る
か
否
か
で
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
の
有
無
を
議

論
す
る
の
も
適
当
と
は
い
え
な
い
。
　

　
笹
間
良
彦
氏
も
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
に
触
れ
て
い
る（

４
）。
厳
島

神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
主
神
で
あ
る
市
杵
島
姫
命
を
、
弁
財
天
と
見
な
す
こ
と

で
始
ま
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
厳
島
神
社
は
弁
財
天
を
祀
る
神
社
で
あ
る
と

の
認
識
が
広
が
っ
て
い
き
、
や
が
て
弁
財
天
が
同
神
社
を
代
表
す
る
も
の
と
考
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え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
に
弁
財
天
が
祀

ら
れ
て
い
る
の
は
、「
俗
信
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
ひ
ろ
が
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

な
お
、
笹
間
氏
は
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
明
言

さ
れ
て
い
な
い
が
、
弁
財
天
が
「
蛇
」
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
例
証
と
し

て
『
太
平
記
』
の
記
事
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
頃
以
降
に
厳
島
神
社
で
も
弁

財
天
信
仰
が
広
が
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
笹
間
氏
の
指

摘
の
う
ち
で
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
「
俗

信
」
と
し
て
広
が
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
厳
島
神
社
で
は
弁
財
天
を
祀
る

神
事
・
祭
礼
が
確
認
で
き
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
見
通
し
は
的
を
つ
い
て

い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
の
主
神
市
杵
島
姫
と
弁
財
天
が
容
易
に
結

び
付
く
と
の
理
解
は
検
討
を
要
す
る
。

　
以
上
、
喜
田
・
松
岡
・
笹
間
の
説
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
の
、
厳

島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
始
ま
り
を
南
北
朝
時
代
も
し
く
は
室
町
時
代
以
降
と

考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
田
中
貴
子
氏
の
理
解
は
喜
田
・
松
岡
・
笹
間
の
三
氏
と
は
大
き

く
異
な
り
、
弁
才
天
は
平
安
時
代
末
期
に
厳
島
神
社
と
つ
な
が
っ
た
と
結
論
す

る（
５
）。
こ
の
田
中
氏
の
考
え
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
要
件
を
前
提
に
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
竹
生
島
で
は
十
二
世
紀
に
弁
才
天
信
仰
が
定
着
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
天
台
僧
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
四
世
紀
前
期
に
天
台

僧
が
著
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
で
は
、
厳
島
神
社
も
「
日
本
三
弁
天
」「
六
所

弁
才
天
」
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
四
世
紀
以
降
の
天
台

宗
寺
門
派
の
資
料
に
は
、「
厳
島
の
神
」
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
の
田
中

氏
の
理
解
に
従
え
ば
、
厳
島
大
明
神
が
弁
財
天
と
習
合
し
そ
の
霊
場
と
な
る
過

程
で
は
、
古
来
よ
り
厳
島
神
社
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
天
台
宗
の
僧
、
取
り

分
け
園
城
寺
の
僧
侶
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
厳
島

神
社
の
神
事
・
祭
礼
は
明
治
初
年
に
神
仏
分
離
令
が
強
制
さ
れ
る
ま
で
、
天
台

宗
系
の
祭
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
、
田
中
氏
の
見
通
し
は
的
を
射

た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
園
城
寺
系
の
僧
侶
が
厳
島
神
社

に
弁
財
天
信
仰
が
伝
わ
る
に
際
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
に
し
ろ
、
こ
の
こ

と
が
直
ち
に
十
二
世
紀
か
ら
厳
島
神
社
に
弁
財
天
信
仰
が
根
付
い
て
い
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
田
中
氏
の
所
論
は
一
面
で
は
魅
力
的
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
厳
島
神
社
で
弁
財
天
信
仰
が
根
付
く
う
え
で
の
手
続
論
が
欠
落
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
伊
藤
聡
氏
も
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
厳
島
神
社
な
ど

の
著
名
な
弁
財
天
信
仰
の
霊
場
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

鎌
倉
時
代
末
期
に
は
全
国
的
に
弁
財
天
信
仰
の
拠
点
が
生
ま
れ
て
い
た
と
述
べ

る（
６
）。
し
か
し
、
伊
藤
氏
は
そ
の
一
方
で
、
日
本
の
弁
才
天
信
仰
は
宇
賀
弁
才
天

と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
龍
蛇
信
仰
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
理
解
を
厳
島
神
社
に
当
て
は
め
て
考

え
る
と
、
さ
き
の
伊
藤
氏
の
理
解
と
は
異
な
っ
た
結
論
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、厳
島
神
社
は
少
な
く
と
も
南
北
朝
時
代
の
後
半
以
降
に
な
っ
て
、

妙
音
弁
才
天
か
ら
宇
賀
弁
才
天
へ
と
大
き
な
性
格
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。田
中
氏
が
考
え
た
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
、妙
音
弁
才
天
を
も
っ

て
当
神
社
を
代
表
さ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天

信
仰
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
き
、
そ
れ
が
妙
音
弁
才
天
の
信
仰
か
否
か
の
違
い

に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
成
立
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
う
え

で
、
二
つ
の
記
事
の
解
釈
が
そ
の
時
期
設
定
を
左
右
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
一
つ
は
天
台
僧
光
宗
が
著
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
関
係
記
事
で
あ
り
、

こ
れ
が
実
態
を
反
映
し
た
も
の
な
ら
ば
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
鎌
倉
時
代

後
期
以
前
に
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
一
つ
は
禅
僧
瑞
渓
周
鳳
が
著
し
た

『
臥
雲
日
件
録
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
厳
島
縁
起
で
あ
り
、
こ
の
記
事
か
ら
読

み
取
れ
え
る
龍
神
信
仰
を
弁
才
天
信
仰
と
同
じ
と
見
な
す
か
否
か
で
判
断
が
分

か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
書
物
の
い
ず
れ
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
そ

の
解
釈
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
従
前
の
検
討
で
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
最
初
に
、
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
前
史
と
さ
れ
る
龍
神
信
仰

が
、い
つ
ご
ろ
か
ら
台
頭
し
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
に
弁
財
天
が
祀

ら
れ
て
い
る
の
は
、「
俗
信
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
ひ
ろ
が
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

な
お
、
笹
間
氏
は
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
が
始
ま
っ
た
時
期
に
つ
い
て
明
言

さ
れ
て
い
な
い
が
、
弁
財
天
が
「
蛇
」
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
る
例
証
と
し

て
『
太
平
記
』
の
記
事
を
引
い
て
い
る
。
こ
の
頃
以
降
に
厳
島
神
社
で
も
弁

財
天
信
仰
が
広
が
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
笹
間
氏
の
指

摘
の
う
ち
で
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
「
俗

信
」
と
し
て
広
が
っ
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
厳
島
神
社
で
は
弁
財
天
を
祀
る

神
事
・
祭
礼
が
確
認
で
き
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
見
通
し
は
的
を
つ
い
て

い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
の
主
神
市
杵
島
姫
と
弁
財
天
が
容
易
に
結

び
付
く
と
の
理
解
は
検
討
を
要
す
る
。

　
以
上
、
喜
田
・
松
岡
・
笹
間
の
説
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
も
の
の
、
厳

島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
始
ま
り
を
南
北
朝
時
代
も
し
く
は
室
町
時
代
以
降
と

考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
田
中
貴
子
氏
の
理
解
は
喜
田
・
松
岡
・
笹
間
の
三
氏
と
は
大
き

く
異
な
り
、
弁
才
天
は
平
安
時
代
末
期
に
厳
島
神
社
と
つ
な
が
っ
た
と
結
論
す

る（
５
）。
こ
の
田
中
氏
の
考
え
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
要
件
を
前
提
に
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
竹
生
島
で
は
十
二
世
紀
に
弁
才
天
信
仰
が
定
着
し
て
い
る
が
、

こ
れ
に
は
天
台
僧
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
十
四
世
紀
前
期
に
天
台

僧
が
著
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
で
は
、
厳
島
神
社
も
「
日
本
三
弁
天
」「
六
所

弁
才
天
」
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
四
世
紀
以
降
の
天
台

宗
寺
門
派
の
資
料
に
は
、「
厳
島
の
神
」
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
の
田
中

氏
の
理
解
に
従
え
ば
、
厳
島
大
明
神
が
弁
財
天
と
習
合
し
そ
の
霊
場
と
な
る
過

程
で
は
、
古
来
よ
り
厳
島
神
社
と
深
い
関
わ
り
の
あ
っ
た
天
台
宗
の
僧
、
取
り

分
け
園
城
寺
の
僧
侶
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
厳
島

神
社
の
神
事
・
祭
礼
は
明
治
初
年
に
神
仏
分
離
令
が
強
制
さ
れ
る
ま
で
、
天
台

宗
系
の
祭
が
続
い
て
い
た
こ
と
は
事
実
な
の
で
、
田
中
氏
の
見
通
し
は
的
を
射

た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
園
城
寺
系
の
僧
侶
が
厳
島
神
社

に
弁
財
天
信
仰
が
伝
わ
る
に
際
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
に
し
ろ
、
こ
の
こ

と
が
直
ち
に
十
二
世
紀
か
ら
厳
島
神
社
に
弁
財
天
信
仰
が
根
付
い
て
い
た
こ
と

に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
田
中
氏
の
所
論
は
一
面
で
は
魅
力
的
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
厳
島
神
社
で
弁
財
天
信
仰
が
根
付
く
う
え
で
の
手
続
論
が
欠
落
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
伊
藤
聡
氏
も
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
厳
島
神
社
な
ど

の
著
名
な
弁
財
天
信
仰
の
霊
場
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

鎌
倉
時
代
末
期
に
は
全
国
的
に
弁
財
天
信
仰
の
拠
点
が
生
ま
れ
て
い
た
と
述
べ

る（
６
）。
し
か
し
、
伊
藤
氏
は
そ
の
一
方
で
、
日
本
の
弁
才
天
信
仰
は
宇
賀
弁
才
天

と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
龍
蛇
信
仰
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
理
解
を
厳
島
神
社
に
当
て
は
め
て
考

え
る
と
、
さ
き
の
伊
藤
氏
の
理
解
と
は
異
な
っ
た
結
論
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、厳
島
神
社
は
少
な
く
と
も
南
北
朝
時
代
の
後
半
以
降
に
な
っ
て
、

妙
音
弁
才
天
か
ら
宇
賀
弁
才
天
へ
と
大
き
な
性
格
転
換
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。田
中
氏
が
考
え
た
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
、妙
音
弁
才
天
を
も
っ

て
当
神
社
を
代
表
さ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ゆ
え
に
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天

信
仰
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
き
、
そ
れ
が
妙
音
弁
才
天
の
信
仰
か
否
か
の
違
い

に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
成
立
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
う
え

で
、
二
つ
の
記
事
の
解
釈
が
そ
の
時
期
設
定
を
左
右
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
一
つ
は
天
台
僧
光
宗
が
著
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
関
係
記
事
で
あ
り
、

こ
れ
が
実
態
を
反
映
し
た
も
の
な
ら
ば
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
鎌
倉
時
代

後
期
以
前
に
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
一
つ
は
禅
僧
瑞
渓
周
鳳
が
著
し
た

『
臥
雲
日
件
録
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
厳
島
縁
起
で
あ
り
、
こ
の
記
事
か
ら
読

み
取
れ
え
る
龍
神
信
仰
を
弁
才
天
信
仰
と
同
じ
と
見
な
す
か
否
か
で
判
断
が
分

か
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
書
物
の
い
ず
れ
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
そ

の
解
釈
が
容
易
で
な
い
こ
と
は
従
前
の
検
討
で
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
最
初
に
、
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
前
史
と
さ
れ
る
龍
神
信
仰

が
、い
つ
ご
ろ
か
ら
台
頭
し
定
着
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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二

　龍
神
信
仰
が
台
頭
し
て
き
た
時
期

　
厳
島
神
社
は
戦
国
時
代
の
後
半
頃
に
な
る
と
、
弁
財
天
の
霊
場
と
し
て
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
厳
島
神
社
で
は
弁
財
天
の
た
め
の
神

事
・
祭
礼
が
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
信
仰
の
在
り
方
は
曖
昧
で
間
接
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
は
厳
島
神
社
の
祭
神
が
化

身
し
て
龍
神
の
姿
と
な
る
、
つ
ま
り
「
蛇
体
」
と
見
な
さ
れ
る
の
は
い
つ
か
を

検
討
す
る
。
厳
島
神
社
の
縁
起
の
一
つ
で
あ
る
「
厳
島
の
本
地
」
の
最
古
本
、

貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
に
作
成
さ
れ
た
絵
巻
に
は
、
ま
だ
「
い
つ
く
し
ま
大

み
や
う
じ
ん
」
と
だ
け
あ
る
。
後
代
に
著
わ
さ
れ
た
「
厳
島
の
本
地
」
の
異
本

に
な
る
と
、
こ
の
表
現
が
「
シ
ヤ
ウ
ジ
ン
ノ
弁
才
天
」
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い

る（
７
）。

ゆ
え
に
、
厳
島
神
社
で
も
少
な
く
と
も
南
北
朝
時
代
前
半
ま
で
は
、
そ
の

祭
神
を
蛇
体
の
龍
神
と
見
な
す
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
さ
き
に
見
た
『
臥
雲
日
件
録
』
の
厳
島
縁
起
よ
り
も
ま
え
に
、

厳
島
神
社
と
龍
神
信
仰
の
関
わ
り
が
窺
え
る
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
川
了
俊

が
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
七
月
二
十
日
に
厳
島
に
訪
れ
た
お
り
の
記
事
で
あ

る
（『
み
ち
ゆ
き
ぶ
り
』）。

さ
て
ま
か
り
申
し
侍
て
、
御
前
の
は
ま
漕
出
で
ゝ
、
仏
舎
利
二
粒
（
東

寺
・
葉
室
）、
う
み
に
入
た
て
ま
つ
り
ぬ
、
こ
の
た
び
の
祈
な
る
べ
し
、

（
中
略
）
い
つ
ら
を
潮
の
満
干
も
通
ひ
せ
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
海
中
に
こ
の

島
も
侍
る
な
り
け
り
、
ま
こ
と
に
う
み
の
宮
こ
の
あ
る
じ
の
御
座
所
と

お
ぼ
え
て
、
こ
の
世
の
中
と
も
み
え
侍
ら
ず
、
か
へ
り
て
す
さ
ま
じ
き

ま
で
ぞ
お
ぼ
え
し
、

ま
ず
、
厳
島
神
社
の
参
詣
を
終
え
て
宿
営
地
で
あ
る
「
さ
え
き
」（
廿
日
市
）

に
戻
る
と
き
、
神
社
の
ま
え
の
海
に
仏
舎
利
二
粒
を
投
供
し
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
仏
舎
利
二
粒
を
投
供
し
た
目
的
は
、「
こ
の
た
び

の
祈
な
る
べ
し
」
と
も
書
き
添
え
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
あ
と
の
記
事
で
は

今
川
了
俊
の
麾
下
に
従
っ
た
軍
勢
を
載
せ
た
船
が
、
遠
く
九
州
に
向
っ
て
航
行

し
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
今
川
了
俊
が
「
こ
の
た
び
の
祈
」

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
海
の
主
で
あ
る
龍
神
に
対
し
て
軍
勢
を
乗
せ
た
船
の
航

海
安
全
を
祈
念
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
今
川
了
俊
は
軍
勢
を
乗
せ

た
船
の
航
海
安
全
を
祈
念
す
る
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
厳
島
神
社
の
ま
え
に
仏
舎

利
を
投
供
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。さ
き
の
記
事
の
後
半
部
分
で
は
厳
島
神
社
が
、

「
う
み
の
宮
こ
の
あ
る
じ
の
御
座
所
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
厳
島
神
社
の

沖
に
龍
神
の
王
宮
で
あ
る
龍
宮
が
あ
り
、
当
神
社
も
そ
の
一
部
と
見
な
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。南
北
朝
時
代
の
後
半
の
安
芸
国
に
お
い
て
は
、

厳
島
神
社
の
沖
に
龍
宮
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
な

お
、吉
田
兼
右
が
こ
の
の
ち
二
百
年
あ
ま
り
の
ち
に
写
し
た
「
厳
島
社
家
縁
起
」

の
追
記
に
も
、「
厳
島
重
々
秘
所
七
所
之
次
第
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事

が
あ
る
の
が
知
ら
れ
る（

８
）。

第
一
鳥
居
ノ
御
前
之
海
底
ニ
ハ
蓬
莱
在
之
、

こ
の
記
事
に
あ
る
「
蓬
莱
」
と
い
う
言
葉
を
、「
龍
宮
」
と
読
み
替
え
る
の
は

容
易
で
あ
ろ
う
。
大
鳥
居
の
ま
え
の
海
に
龍
宮
が
あ
る
と
い
う
考
え
は
、
戦
国

時
代
に
至
っ
て
も
な
お
伝
承
と
し
て
残
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
江
戸

時
代
末
期
で
も
大
鳥
居
の
ま
え
の
海
上
か
ら
、
正
月
元
日
よ
り
三
日
も
し
く
は

五
日
ま
で
「
龍
灯
」
が
浮
か
び
出
る
と
さ
れ
た
（『
芸
藩
通
志
』）。
こ
れ
も
大

鳥
居
の
ま
え
の
海
に
龍
宮
が
あ
る
と
の
伝
承
と
密
接
に
関
わ
る
現
象
と
い
え
よ

う
。
ゆ
え
に
、
厳
島
神
社
は
南
北
時
代
の
後
半
に
お
い
て
す
で
に
、
龍
王
も
し

く
は
そ
の
娘
龍
女
の
館
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
今
川
了
俊
が
述
べ
て
い
る
内
容

も
不
思
議
で
は
な
く
な
る
。
こ
こ
で
『
臥
雲
日
件
録
』
の
厳
島
縁
起
に
見
ら
れ

る
該
当
箇
所
を
次
に
掲
げ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
少
し
く
検
討
す
る
こ
と

に
す
る
。明

神
の
縁
起
を
ほ
ぼ
知
る
、
昔
推
古
天
王
の
御
宇
、
一
美
人
船
に
乗

り
て
来
る
、（
中
略
）
婦
人
遂
に
化
し
て
大
蛇
と
成
る
、
い
わ
ゆ
る

百
八
十
間
の
回
廊
の
形
、
け
だ
し
大
蛇
蟠
屈
を
象
る
な
り
、（
中
略
）

俗
に
伝
う
、
明
神
に
新
夫
・
旧
夫
あ
り
、
旧
夫
す
な
わ
ち
弥
陀
垂
迹
、
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新
夫
す
な
わ
ち
毘
沙
門
垂
迹
な
り
、明
神
（
法
会
の
）

閙
の
う
ち
に
、

新
夫
の
廟
に
到
る
云
々
、（
書
き
下
し
）

こ
の
記
事
に
従
え
ば
厳
島
神
社
の
回
廊
は
室
町
時
代
の
前
期
に
な
る
と
、
大
蛇

が
「
と
ぐ
ろ
」
を
巻
い
て
い
る
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

は
世
俗
の
人
々
が
厳
島
神
社
を
蛇
体
と
重
ね
合
わ
せ
て
了
解
し
て
い
た
こ
と
に

ち
な
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
喜
田
貞
吉
氏
が
説
い
て
い
る
ご
と
く
、
厳
島

神
社
に
も
龍
女
信
仰
の
裏
面
と
し
て
の
弁
財
天
信
仰
、
つ
ま
り
宇
賀
弁
財
天
の

信
仰
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
俗

伝
と
し
て
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
厳
島
大
明
神
の
「
新
夫
・
旧
夫
」
論
も
、
同

神
社
の
福
神
信
仰
の
広
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
か
つ
て
厳
島
大

明
神
と
夫
婦
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
は
、
中
世
前
期
ま
で
の
来
世
往
生
の
願
い

を
叶
え
る
仏
を
指
す
。
ま
た
、
弁
財
天
の
新
夫
に
な
っ
た
毘
沙
門
天
の
場
合
、

福
徳
の
神
と
し
て
中
世
後
期
に
な
る
と
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る（

９
）。

そ
し
て
、
厳
島
大
明
神
の
「
新
夫
・
旧
夫
」
論
が
多
く
の
人
々
に

信
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
厳
島
神
社
で
は
室
町
時
代
の
前
期
に
は
来
世
往

生
か
ら
現
世
利
益
へ
と
世
界
観
の
転
換
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
少
な

く
と
も
、
室
町
時
代
の
前
期
の
厳
島
神
社
で
は
す
で
に
、
弁
財
天
信
仰
に
つ
な

が
る
福
神
信
仰
が
優
勢
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
厳
島
神

社
の
祭
神
が
龍
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
弁
財
天
信
仰
の

霊
場
と
し
て
の
装
い
を
持
ち
始
め
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

『
臥
雲
日
件
録
』
の
厳
島
縁
起
に
は
「
弁
財
天
」
と
い
う
表
現
が
全
く
用
い
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
記
事
の
み
で
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
を

云
々
す
る
の
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
厳
島
神
社
の
龍
神
信
仰
に
つ
い
て
い
ま
少
し
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
内
部
情
報
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
天
台
宗
の

中
心
の
聖
典
で
あ
る
五
部
大
乗
経
は
、
南
北
朝
時
代
前
期
ま
で
宝
蔵
に
は
一
部

し
か
所
在
が
確
認
で
き
な
い
（「
野
坂
文
書
」
三
四
○
）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
の

ち
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
数
十
年
の
あ
い
だ
に
、
神
社
蔵
の
五
部
大
乗
経
は

な
ぜ
か
六
部
に
ま
で
急
増
し
て
い
る
（
同
上
三
七
三
）。
な
お
、
か
つ
て
厳
島

神
社
に
寄
進
さ
れ
た
五
部
大
乗
経
の
う
ち
、
今
日
に
伝
わ
る
も
の
は
平
安
時
代

末
期
に
書
写
さ
れ
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
た
紺
紙
金
泥
経
一
部
の
み
で
あ
る
。

こ
の
他
の
経
巻
は
室
町
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
「
龍
宮
界
蔵
」
に
移
さ
れ
た
の

ち
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
の
嵐
の
な
か
で
散
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る）

1（
（

。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
厳
島
神
社
で
は
南
北
朝
時
代
の
後
半
以
降
に
な
る

と
、
な
ぜ
多
く
の
経
巻
が
寄
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
未
解
決
の
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
後
半
に
な
る
と
多
く
の
経
巻
を
収
め
る
た
め
、「
龍

宮
界
蔵
」
と
い
う
名
の
輪
蔵
が
造
ら
れ
た
こ
と
か
ら
類
推
で
き
る
よ
う
に
、
厳

島
神
社
を
龍
宮
も
し
く
は
龍
女
の
屋
形
と
考
え
る
見
方
が
広
が
っ
た
こ
と
に
ち

な
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
掲
げ
る
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
一
文
か
ら
知
ら
れ

る
よ
う
に
、経
巻
を
龍
宮
に
収
め
る
と
い
う
考
え
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

龍
神
と
は
水
神
な
り
。
故
に
大
海
に
い
る
。
教
法
と
は
言
説
風
大
の
用

な
り
。
風
大
ま
た
水
大
の
用
な
り
。
そ
の
化
用
を
留
め
る
と
き
、
水
大

の
本
源
に
帰
る
な
り
。
よ
っ
て
、
仏
教
滅
ぶ
と
き
、
必
ず
龍
宮
に
収
め

る
な
り
云
々
、（
書
下
し
、
以
下
同
じ
）�

（｢

弁
天
部
秘
決｣

）

こ
れ
は
単
に
一
例
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
厳
島
神
社
に
多
く
の
経
巻
が
寄
進

さ
れ
た
の
も
、
そ
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
教
え
が
あ
り
信
じ
ら
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
川
了
俊
が
厳
島
神
社
の
こ
と
を
「
う
み
の
宮
こ
の
あ
る

じ
の
御
座
所
」
と
述
べ
た
ご
と
く
、
南
北
朝
時
代
後
半
以
降
に
な
る
と
厳
島
神

社
の
こ
と
を
「
龍
宮
」
と
み
な
す
考
え
が
広
範
に
見
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
南
北
朝
時
代
後
期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
、
厳
島
神
社

で
は
龍
神
信
仰
が
台
頭
し
優
勢
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
弁
財
天
信
仰
が
広

が
る
準
備
が
確
実
に
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
厳
島
神

社
の
祭
神
を
龍
宮
の
主
、
龍
王
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
祭
神
を
龍
女

と
見
な
す
こ
と
が
少
な
い
の
は
気
に
か
か
る
。
し
か
し
、
厳
島
大
明
神
は
昔
か

ら
女
神
と
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
龍
王
を
龍
女
に
読
み
替
え
る
こ
と

は
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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新
夫
す
な
わ
ち
毘
沙
門
垂
迹
な
り
、明
神
（
法
会
の
）

閙
の
う
ち
に
、

新
夫
の
廟
に
到
る
云
々
、（
書
き
下
し
）

こ
の
記
事
に
従
え
ば
厳
島
神
社
の
回
廊
は
室
町
時
代
の
前
期
に
な
る
と
、
大
蛇

が
「
と
ぐ
ろ
」
を
巻
い
て
い
る
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

は
世
俗
の
人
々
が
厳
島
神
社
を
蛇
体
と
重
ね
合
わ
せ
て
了
解
し
て
い
た
こ
と
に

ち
な
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
喜
田
貞
吉
氏
が
説
い
て
い
る
ご
と
く
、
厳
島

神
社
に
も
龍
女
信
仰
の
裏
面
と
し
て
の
弁
財
天
信
仰
、
つ
ま
り
宇
賀
弁
財
天
の

信
仰
が
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
俗

伝
と
し
て
書
き
添
え
ら
れ
て
い
た
厳
島
大
明
神
の
「
新
夫
・
旧
夫
」
論
も
、
同

神
社
の
福
神
信
仰
の
広
が
り
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。
か
つ
て
厳
島
大

明
神
と
夫
婦
で
あ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
は
、
中
世
前
期
ま
で
の
来
世
往
生
の
願
い

を
叶
え
る
仏
を
指
す
。
ま
た
、
弁
財
天
の
新
夫
に
な
っ
た
毘
沙
門
天
の
場
合
、

福
徳
の
神
と
し
て
中
世
後
期
に
な
る
と
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る（

９
）。
そ
し
て
、
厳
島
大
明
神
の
「
新
夫
・
旧
夫
」
論
が
多
く
の
人
々
に

信
じ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
厳
島
神
社
で
は
室
町
時
代
の
前
期
に
は
来
世
往

生
か
ら
現
世
利
益
へ
と
世
界
観
の
転
換
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
少
な

く
と
も
、
室
町
時
代
の
前
期
の
厳
島
神
社
で
は
す
で
に
、
弁
財
天
信
仰
に
つ
な

が
る
福
神
信
仰
が
優
勢
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
厳
島
神

社
の
祭
神
が
龍
神
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
弁
財
天
信
仰
の

霊
場
と
し
て
の
装
い
を
持
ち
始
め
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、

『
臥
雲
日
件
録
』
の
厳
島
縁
起
に
は
「
弁
財
天
」
と
い
う
表
現
が
全
く
用
い
ら

れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
記
事
の
み
で
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
の
始
ま
り
を

云
々
す
る
の
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
厳
島
神
社
の
龍
神
信
仰
に
つ
い
て
い
ま
少
し
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
と
、

次
の
よ
う
な
内
部
情
報
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
天
台
宗
の

中
心
の
聖
典
で
あ
る
五
部
大
乗
経
は
、
南
北
朝
時
代
前
期
ま
で
宝
蔵
に
は
一
部

し
か
所
在
が
確
認
で
き
な
い
（「
野
坂
文
書
」
三
四
○
）。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
の

ち
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
数
十
年
の
あ
い
だ
に
、
神
社
蔵
の
五
部
大
乗
経
は

な
ぜ
か
六
部
に
ま
で
急
増
し
て
い
る
（
同
上
三
七
三
）。
な
お
、
か
つ
て
厳
島

神
社
に
寄
進
さ
れ
た
五
部
大
乗
経
の
う
ち
、
今
日
に
伝
わ
る
も
の
は
平
安
時
代

末
期
に
書
写
さ
れ
宝
蔵
に
収
め
ら
れ
て
い
た
紺
紙
金
泥
経
一
部
の
み
で
あ
る
。

こ
の
他
の
経
巻
は
室
町
時
代
後
期
に
造
ら
れ
た
「
龍
宮
界
蔵
」
に
移
さ
れ
た
の

ち
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
の
嵐
の
な
か
で
散
逸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る）

1（
（

。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
厳
島
神
社
で
は
南
北
朝
時
代
の
後
半
以
降
に
な
る

と
、
な
ぜ
多
く
の
経
巻
が
寄
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
未
解
決
の
問
題
で

あ
る
。
こ
れ
は
室
町
時
代
後
半
に
な
る
と
多
く
の
経
巻
を
収
め
る
た
め
、「
龍

宮
界
蔵
」
と
い
う
名
の
輪
蔵
が
造
ら
れ
た
こ
と
か
ら
類
推
で
き
る
よ
う
に
、
厳

島
神
社
を
龍
宮
も
し
く
は
龍
女
の
屋
形
と
考
え
る
見
方
が
広
が
っ
た
こ
と
に
ち

な
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
に
掲
げ
る
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
一
文
か
ら
知
ら
れ

る
よ
う
に
、経
巻
を
龍
宮
に
収
め
る
と
い
う
考
え
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
。

龍
神
と
は
水
神
な
り
。
故
に
大
海
に
い
る
。
教
法
と
は
言
説
風
大
の
用

な
り
。
風
大
ま
た
水
大
の
用
な
り
。
そ
の
化
用
を
留
め
る
と
き
、
水
大

の
本
源
に
帰
る
な
り
。
よ
っ
て
、
仏
教
滅
ぶ
と
き
、
必
ず
龍
宮
に
収
め

る
な
り
云
々
、（
書
下
し
、
以
下
同
じ
）�

（｢

弁
天
部
秘
決｣

）

こ
れ
は
単
に
一
例
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
厳
島
神
社
に
多
く
の
経
巻
が
寄
進

さ
れ
た
の
も
、
そ
の
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
教
え
が
あ
り
信
じ
ら
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
川
了
俊
が
厳
島
神
社
の
こ
と
を
「
う
み
の
宮
こ
の
あ
る

じ
の
御
座
所
」
と
述
べ
た
ご
と
く
、
南
北
朝
時
代
後
半
以
降
に
な
る
と
厳
島
神

社
の
こ
と
を
「
龍
宮
」
と
み
な
す
考
え
が
広
範
に
見
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

　
か
く
し
て
、
南
北
朝
時
代
後
期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
か
け
て
、
厳
島
神
社

で
は
龍
神
信
仰
が
台
頭
し
優
勢
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
弁
財
天
信
仰
が
広

が
る
準
備
が
確
実
に
な
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
厳
島
神

社
の
祭
神
を
龍
宮
の
主
、
龍
王
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
祭
神
を
龍
女

と
見
な
す
こ
と
が
少
な
い
の
は
気
に
か
か
る
。
し
か
し
、
厳
島
大
明
神
は
昔
か

ら
女
神
と
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
龍
王
を
龍
女
に
読
み
替
え
る
こ
と

は
容
易
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（75）144
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三

　龍
神
信
仰
か
ら
弁
財
天
信
仰
へ
の
転
換

　
天
台
僧
光
宗
が
鎌
倉
時
代
後
期
に
著
し
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
で
は
、
既
述
の

よ
う
に
厳
島
神
社
の
こ
と
を
「
日
本
三
弁
天
」「
六
所
弁
才
天
」
の
一
つ
と
し

て
紹
介
す
る
。
厳
島
神
社
は
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
全
国
有
数
の
弁
才
天
の
聖
地

で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
光
宗
は
厳
島
神
社
に
つ
い
て
そ
の
一
方

で
、
安
芸
厳
島
の｢
三
箇
秘
事｣

と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
厳
島
大
明
神
は
娑
迦
羅
龍
王
第
二
女
な
り
。
五
十
種
の
誓
願
を
発

す
。
そ
の
な
か
の
三
箇
大
願
は
、
第
一
無
上
菩
提
、
第
二
智
慧
、
第
三

福
徳
な
り
。
も
し
人
あ
り
我
が
宝
前
に
詣
で
て
、
こ
の
三
箇
大
願
果
遂

せ
ざ
れ
ば
、
正
覚
を
取
ら
ず
、�

（｢

弁
天
部
末
　
私
廟｣

）

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
厳
島
神
社
の
祭
神
は
娑
迦
羅
龍
王
の
娘
と
な
っ
て
お
り
、

平
安
時
代
末
期
以
来
の
理
解
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
祭
神
で
あ
る
龍
女
に
「
五
十
種
の
誓
願
」
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ

が
何
に
由
来
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、『
法
華
経
』「
提
婆
達
多
品
」

に
描
か
れ
る
女
人
往
生
譚
か
ら
の
連
想
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
龍
女
で
あ

る
厳
島
大
明
神
に
は
「
無
上
菩
提
・
智
慧
・
福
徳
」
と
い
う
三
箇
大
願
が
あ
り
、

参
詣
す
る
も
の
は
誰
で
も
そ
の
願
い
が
叶
う
と
も
い
う
。『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の

他
の
箇
所
に
は
、
こ
れ
と
関
わ
る
以
下
の
よ
う
な
記
事
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

神
道
六
波
羅
蜜
の
事
。
第
一
に
檀
波
羅
蜜
の
神
と
は
、
稲
荷
・
厳
島
・

竹
生
島
等
な
り
。
皆
施
福
の
神
な
る
故
な
り
。
第
二
に
尸
波
羅
蜜
の
神

と
は
、
八
幡
・
北
野
・
天
神
等
な
り
。
不
妄
語
を
も
っ
て
本
と
な
す
。

正
直
の
頭
に
宿
ら
ん
と
云
々
、�

（｢

真
言
秘
奥
抄｣

）

厳
島
神
社
の
祭
神
は
稲
荷
大
社
・
竹
生
島
明
神
と
同
じ
く
、
い
ず
れ
も
「
施
福

の
神
」
と
い
う
性
格
を
備
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
弁
財
天
に
触

れ
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
記
事
に
お
い
て
は
、
次
の
記
事
の
後
半
の
文
言
と
同

趣
旨
の
文
章
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
要
件
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

紀
州
吉
野
天
川
は
地
蔵
弁
天
な
り
。
日
本
第
一
の
弁
財
天
。
第
二
厳
島

は
妙
音
弁
財
天
な
り
。
第
三
竹
生
島
は
観
音
弁
財
な
り
云
々
。
ま
た
云

う
。
今
天
川
・
厳
島
・
竹
生
島
、
三
所
穴
互
通
し
、
三
弁
宝
珠
、
一
体

互
融
せ
し
。
は
な
は
だ
甚
深
な
り
。�

（｢

弁
天
部
末
　
私
廟｣

）

『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
三
つ
の
記
事
に
よ
る
と
、

厳
島
神
社
は
十
四
世
紀
の
前
期
以
前
か
ら
「
福
徳
の
神
」
と
し
て
も
知
ら
れ
、

日
本
を
代
表
す
る
三
大
弁
財
天
の
一
つ
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、こ
れ
ら
三
大
弁
財
天
の
龍
穴
が
互
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

宝
珠
ま
で
も
互
い
に
融
通
し
あ
う
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
日
本
三
大
弁
財
天
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
天
川
・
厳
島
・
竹
生
島
の
弁
財

天
は
、
龍
穴
が
互
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
宝
珠
ま
で
も
共
有
し

て
い
て
一
体
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
こ

の
よ
う
な
考
え
が
何
に
由
来
す
る
の
か
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
背
後
に

こ
の
三
者
を
結
び
付
け
る
宗
教
勢
力
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。つ
ま
り
、

天
台
宗
系
の
修
験
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
ま
た
修
験
者
の
活
動
範
囲
も
広
範
な
領
域
に
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
こ
の

よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
発
想
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の

こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
新
し
い
理
解
が
生

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
竹
生
島
で
は
早
く
も
十
二
世
紀
初
頭
に
「
弁

才
天
信
仰
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
の
信
仰
が
厳
島
神
社
に
伝
え

ら
れ
た
の
も
か
な
り
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
で
は

十
五
世
紀
の
中
頃
で
も
、「
弁
財
天
」
と
い
う
言
葉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
。
ゆ
え
に
、
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
に
関
す
る
記
事
が
、
ど
れ
ほ
ど
『
渓

嵐
拾
葉
集
』
の
な
か
に
綴
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
現
実
を
反
映
し
た
も
の
と

は
い
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
弁
才
天
信
仰

の
記
事
と
厳
島
神
社
の
関
わ
り
を
考
え
る
場
合
、
こ
れ
を
簡
単
に
誤
り
と
決
め

付
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
悩
ま
し
い
。

　
む
ろ
ん
、
厳
島
神
社
の
祭
神
が
女
神
で
あ
り
龍
女
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
平

安
時
代
末
期
以
来
脈
々
と
続
い
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
弁
財
天
信
仰
を
前

面
に
押
し
出
す
よ
う
な
一
定
の
条
件
が
調
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
伏
流
し
て
い
た
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も
の
が
顕
在
化
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
渓

嵐
拾
葉
集
』
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
弁
財
天
に
関
す
る
教
え
の
な
か
に
、
祭
神
の

龍
女
が
弁
財
天
へ
と
変
身
す
る
論
理
が
次
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る）

11
（

。
龍
女
を
も
っ
て
弁
財
天
と
習
う
こ
と
　
示
云
。
龍
女
す
な
わ
ち
如
意
輪

観
音
な
り
。
こ
の
本
尊
の
本
地
ま
た
如
意
輪
な
り
。
よ
っ
て
一
体
の
習

い
な
り
。
ま
た
龍
女
宝
珠
を
も
っ
て
す
な
わ
ち
自
証
法
門
と
な
す
。
こ

の
尊
ま
た
宝
珠
を
も
っ
て
、
三
摩
耶
形
と
な
す
。
ま
た
、
こ
の
尊
に
付

し
て
、
三
身
を
習
う
こ
と
こ
れ
あ
り
。
い
わ
ゆ
る
南
方
の
宝
性
尊
は
法

身
な
り
。
如
意
輪
観
音
は
報
身
な
り
。
龍
女
は
す
な
わ
ち
応
身
な
り
。

こ
の
三
身
と
も
に
、
如
意
宝
珠
を
も
っ
て
、
三
摩
耶
形
と
な
す
な
り
。

こ
の
宝
珠
は
境
地
冥
合
を
も
っ
て
本
と
な
す
。�

（｢

弁
才
天
法
秘
決｣

）

龍
女
と
弁
財
天
と
如
意
輪
観
音
は
姿
や
形
が
変
わ
っ
て
も
、
三
身
一
体
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代

後
期
の
天
台
宗
に
お
い
て
は
す
で
に
、
龍
女
信
仰
が
弁
財
天
信
仰
に
移
行
す
る

た
め
の
論
理
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
厳
島
神
社
で
弁
財

天
信
仰
が
顕
在
化
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
次
は
、
厳
島
神
社
で
弁
財
天
信
仰
が
顕
在
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
一
つ

の
事
例
を
採
り
上
げ
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
吉
田
兼
満

が
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
五
月
九
日
に
書
写
し
た
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」

と
い
う
経
巻
の
冒
頭
に
、「
安
芸
ノ
イ
ツ
ク
嶋
大
弁
財
天
ノ
祭
文
」
と
の
傍
書

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
経
巻
の
末
尾
に
は
、
智
福
院
宥
日
が
前
年
七
月

十
八
日
の
夜
に
、「
厳
島
大
弁
財
天
之
霊
夢
」
に
よ
り
感
得
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
伊
藤
聡
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
経
巻
で

説
か
れ
る
大
弁
才
天
の
尊
容
は
、
長
谷
寺
能
満
院
な
ど
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
天

川
曼
荼
羅
図
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る）

12
（

。
修
験
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
「
天

川
曼
荼
羅
図
」
は
、
本
来
は
天
川
弁
財
天
に
関
わ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
ま
た
、
こ
の
「
天
川
曼
荼
羅
図
」
の
絵
柄
は
、
中
世
で
は
一
部
で
し
か
流

行
し
な
か
っ
た
と
も
い
う）

13
（

。
な
お
、
問
題
の
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
か
ら
傍

書
と
感
得
の
由
来
を
取
り
除
い
た
も
の
が
、
江
戸
時
代
前
期
に
真
言
宗
の
寺
院

で
修
法
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

14
（

。
そ
こ
で
吉
田
兼

満
に
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
を
見
せ
た
智
福
院
宥
日
と
は
何
も
の
な
の
か
、

ど
う
し
て
吉
田
兼
満
書
写
の
経
巻
に
「
安
芸
ノ
イ
ツ
ク
嶋
大
弁
財
天
ノ
祭
文
」

と
い
う
傍
書
が
付
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
か

改
め
て
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
神
仏
分
離
後
の
天
川
弁
財
天
の
祭
神
は
市
杵

島
姫
な
の
で
、
こ
の
在
り
方
を
中
世
後
期
に
ま
で
遡
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、「
厳
島
大
弁
財
天
之
御
霊
夢
」
と
い
う
表
現
も
一
応
は
納
得
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰

は
大
永
七
年
以
前
に
は
顕
在
化
し
て
い
て
、
都
あ
た
り
に
ま
で
そ
の
風
評
が
伝

わ
っ
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る）

15
（

。
換
言
す
れ
ば
、
室
町
時
代
後
期
に
作
成
さ

れ
て
い
た
「
天
川
曼
荼
羅
図
」
の
周
知
を
計
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
形

で
吉
田
神
道
の
総
帥
兼
満
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
権
威
を
も
利
用
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
そ
れ
く
ら
い
宣
伝

価
値
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
智
福
院
宥
日
は
利
用
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
の
弁

財
天
を
広
め
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、吉
田
兼
満
の
も
と
に「
仏

説
大
弁
財
天
女
経
」
を
も
た
ら
し
た
智
福
院
宥
日
は
、
江
戸
時
代
に
も
天
川
弁

財
天
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た
塔
頭
寺
院
「
地
福
院
」
の
僧
侶
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
強
引
と
も
思
わ
れ
る
推
測
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
吉
田
兼
満
が
写
し

伝
え
た
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
は
、
天
文
五
年
（
一
五
四
七
）
の
大
内
義
隆

書
状
よ
り
ま
え
に
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
が
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
貴
重
な
事
例
と
い
え
る
。

　
で
は
、
厳
島
神
社
は
室
町
時
代
後
期
以
降
に
お
い
て
、
何
を
契
機
と
し
て
い

つ
弁
財
天
の
霊
場
と
し
て
の
装
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
笹
間
良
彦
氏
が
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
広
が
り
に
つ
い
て
、「
い
つ

し
か
」
広
が
っ
た
、「
俗
信
と
し
て
」
広
が
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
印
象

深
く
思
い
出
さ
れ
る）

16
（

。
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
が
神
事
・
祭
礼
を
と
も
な
わ

な
い
、「
俗
信
と
し
て
」
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
て
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も
の
が
顕
在
化
す
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、『
渓

嵐
拾
葉
集
』
に
採
り
上
げ
ら
れ
た
弁
財
天
に
関
す
る
教
え
の
な
か
に
、
祭
神
の

龍
女
が
弁
財
天
へ
と
変
身
す
る
論
理
が
次
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
た
か
ら
で

あ
る）

11
（

。
龍
女
を
も
っ
て
弁
財
天
と
習
う
こ
と
　
示
云
。
龍
女
す
な
わ
ち
如
意
輪

観
音
な
り
。
こ
の
本
尊
の
本
地
ま
た
如
意
輪
な
り
。
よ
っ
て
一
体
の
習

い
な
り
。
ま
た
龍
女
宝
珠
を
も
っ
て
す
な
わ
ち
自
証
法
門
と
な
す
。
こ

の
尊
ま
た
宝
珠
を
も
っ
て
、
三
摩
耶
形
と
な
す
。
ま
た
、
こ
の
尊
に
付

し
て
、
三
身
を
習
う
こ
と
こ
れ
あ
り
。
い
わ
ゆ
る
南
方
の
宝
性
尊
は
法

身
な
り
。
如
意
輪
観
音
は
報
身
な
り
。
龍
女
は
す
な
わ
ち
応
身
な
り
。

こ
の
三
身
と
も
に
、
如
意
宝
珠
を
も
っ
て
、
三
摩
耶
形
と
な
す
な
り
。

こ
の
宝
珠
は
境
地
冥
合
を
も
っ
て
本
と
な
す
。�

（｢

弁
才
天
法
秘
決｣

）

龍
女
と
弁
財
天
と
如
意
輪
観
音
は
姿
や
形
が
変
わ
っ
て
も
、
三
身
一
体
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代

後
期
の
天
台
宗
に
お
い
て
は
す
で
に
、
龍
女
信
仰
が
弁
財
天
信
仰
に
移
行
す
る

た
め
の
論
理
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
厳
島
神
社
で
弁
財

天
信
仰
が
顕
在
化
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
次
は
、
厳
島
神
社
で
弁
財
天
信
仰
が
顕
在
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、
一
つ

の
事
例
を
採
り
上
げ
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
吉
田
兼
満

が
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
五
月
九
日
に
書
写
し
た
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」

と
い
う
経
巻
の
冒
頭
に
、「
安
芸
ノ
イ
ツ
ク
嶋
大
弁
財
天
ノ
祭
文
」
と
の
傍
書

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
経
巻
の
末
尾
に
は
、
智
福
院
宥
日
が
前
年
七
月

十
八
日
の
夜
に
、「
厳
島
大
弁
財
天
之
霊
夢
」
に
よ
り
感
得
し
た
と
書
か
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
伊
藤
聡
氏
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
経
巻
で

説
か
れ
る
大
弁
才
天
の
尊
容
は
、
長
谷
寺
能
満
院
な
ど
に
蔵
さ
れ
て
い
る
「
天

川
曼
荼
羅
図
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る）

12
（

。
修
験
が
作
成
し
た
と
さ
れ
る
こ
の
「
天

川
曼
荼
羅
図
」
は
、
本
来
は
天
川
弁
財
天
に
関
わ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
ま
た
、
こ
の
「
天
川
曼
荼
羅
図
」
の
絵
柄
は
、
中
世
で
は
一
部
で
し
か
流

行
し
な
か
っ
た
と
も
い
う）

13
（

。
な
お
、
問
題
の
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
か
ら
傍

書
と
感
得
の
由
来
を
取
り
除
い
た
も
の
が
、
江
戸
時
代
前
期
に
真
言
宗
の
寺
院

で
修
法
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）

14
（

。
そ
こ
で
吉
田
兼

満
に
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
を
見
せ
た
智
福
院
宥
日
と
は
何
も
の
な
の
か
、

ど
う
し
て
吉
田
兼
満
書
写
の
経
巻
に
「
安
芸
ノ
イ
ツ
ク
嶋
大
弁
財
天
ノ
祭
文
」

と
い
う
傍
書
が
付
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
か

改
め
て
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
神
仏
分
離
後
の
天
川
弁
財
天
の
祭
神
は
市
杵

島
姫
な
の
で
、
こ
の
在
り
方
を
中
世
後
期
に
ま
で
遡
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、「
厳
島
大
弁
財
天
之
御
霊
夢
」
と
い
う
表
現
も
一
応
は
納
得
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰

は
大
永
七
年
以
前
に
は
顕
在
化
し
て
い
て
、
都
あ
た
り
に
ま
で
そ
の
風
評
が
伝

わ
っ
て
い
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る）

15
（

。
換
言
す
れ
ば
、
室
町
時
代
後
期
に
作
成
さ

れ
て
い
た
「
天
川
曼
荼
羅
図
」
の
周
知
を
計
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
形

で
吉
田
神
道
の
総
帥
兼
満
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
権
威
を
も
利
用
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
そ
れ
く
ら
い
宣
伝

価
値
を
持
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
智
福
院
宥
日
は
利
用
し
て
自
分
の
と
こ
ろ
の
弁

財
天
を
広
め
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、吉
田
兼
満
の
も
と
に「
仏

説
大
弁
財
天
女
経
」
を
も
た
ら
し
た
智
福
院
宥
日
は
、
江
戸
時
代
に
も
天
川
弁

財
天
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た
塔
頭
寺
院
「
地
福
院
」
の
僧
侶
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
強
引
と
も
思
わ
れ
る
推
測
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
吉
田
兼
満
が
写
し

伝
え
た
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
は
、
天
文
五
年
（
一
五
四
七
）
の
大
内
義
隆

書
状
よ
り
ま
え
に
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
が
顕
在
化
し
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
貴
重
な
事
例
と
い
え
る
。

　
で
は
、
厳
島
神
社
は
室
町
時
代
後
期
以
降
に
お
い
て
、
何
を
契
機
と
し
て
い

つ
弁
財
天
の
霊
場
と
し
て
の
装
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
笹
間
良
彦
氏
が
厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
広
が
り
に
つ
い
て
、「
い
つ

し
か
」
広
が
っ
た
、「
俗
信
と
し
て
」
広
が
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
印
象

深
く
思
い
出
さ
れ
る）

16
（

。
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
が
神
事
・
祭
礼
を
と
も
な
わ

な
い
、「
俗
信
と
し
て
」
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
触
れ
て
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い
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
な
お
、
厳
島
神
社
で
弁
財
天
信
仰
が
顕
在
化

す
る
の
が
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
戦
国
時
代
初
頭
ま
で
と
考
え
る
に
し
ろ
、
そ

れ
は
「
い
つ
し
か
」
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
で
は
、
厳
島
神
社
の
弁

財
天
信
仰
は
何
を
契
機
と
し
て
、
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
孤
島
で
あ
っ
た
厳
島
に
も
こ
の
数
十
年
た
ら
ず
の
あ
い
だ
に
、
大
き

な
社
会
変
革
の
波
が
押
し
寄
せ
て
き
て
い
た
。
社
家
が
室
町
時
代
前
半
に
厳
島

移
住
を
終
え
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
始
ま
る
う
え
で
の
魁
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
彼
ら
社
家
が
従
来
の
よ
う
に
本
土
に
い
て
、
土
地
か

ら
の
収
入
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
情
況
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
各
地
か
ら
厳
島
神
社
に
参
詣
す
る
人
々
も
、
三
月
と
九
月
の
大
法
会
の

と
き
の
み
で
は
な
く
な
っ
た
。
室
町
時
代
後
期
に
な
る
と
瀬
戸
内
海
交
易
は
一

層
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
り
、
厳
島
も
瀬
戸
内
海
を
東
西
す
る
廻
船
の
分
岐

点
の
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

17
（

。
さ
き
に
取
り
上
げ
た
僧
万
年

や
島
津
家
久
の
場
合
も
、
お
そ
ら
く
は
船
便
を
求
め
て
厳
島
に
立
ち
寄
り
、
有

名
に
な
っ
て
い
た
弁
財
天
の
霊
廟
を
参
詣
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
厳
島
に
立
ち
寄
る
人
の
流
れ
は
室
町
時
代
後
期
ご
ろ
か
ら
確
認
で
き
、
戦

国
時
代
に
入
る
と
そ
の
数
は
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る）
1（
（

。
連
歌
師
光
瑞
は
延
徳
二
年
（
一
四
九
○
）
に
厳
島
に
立
ち
寄
っ
て
お
り
、

こ
の
と
き
に
「
浮
海
松
の
真
砂
に
生
る
塩
干
か
な
」
と
い
う
一
首
を
詠
ん
で
い

る
（『
光
瑞
千
句
』）。
ま
た
、
瀬
戸
内
海
交
易
の
東
端
に
あ
る
堺
南
北
の
商
人

た
ち
も
、
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
三
月
の
法
会
の
お
り
に
来
島
し
、
狩

野
元
信
筆
の
立
派
な
絵
馬
を
厳
島
神
社
に
奉
納
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
厳

島
絵
馬
鑑
』）。
な
お
、「
あ
き
の
宮
島
」
の
大
野
紹
桃
と
い
う
人
物
が
、
永
正

十
三
年
頃
に
都
の
著
名
な
学
者
で
も
あ
っ
た
三
条
西
実
隆
と
消
息
を
取
り
交
わ

し
、
自
作
の
歌
を
互
い
に
送
り
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（『
再
昌
草
』）。
次

の
一
首
は
大
野
紹
桃
が
三
条
西
実
隆
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。

都
人
に
こ
れ
は
と
い
は
ぬ
時
も
な
し
　
行
か
ふ
船
の
し
ま
の
あ
け
ほ
の

こ
の
一
首
か
ら
も
厳
島
と
京
都
と
の
あ
い
だ
の
交
流
の
盛
ん
な
様
が
窺
え
る
。

こ
の
時
代
に
弁
財
天
信
仰
を
始
め
と
す
る
福
神
信
仰
の
波
は
、
厳
島
神
社
に
何

度
も
押
し
寄
せ
て
き
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　
ゆ
え
に
、
福
徳
を
与
え
る
神
と
し
て
の
厳
島
大
明
神
の
評
判
は
、
た
と
い
誰

か
が
作
っ
た
「
ウ
ワ
サ
」
と
し
て
の
俗
信
で
あ
っ
て
も
、
時
代
の
大
き
な
流
れ

の
な
か
で
そ
れ
に
火
が
つ
け
ば
、
ま
た
た
く
ま
に
広
が
る
可
能
性
は
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
厳
島
大
明
神
を
龍
女
と
見
な
す
考
え
方
が
す
で
に
定

着
し
、
厳
島
神
社
が
弁
財
天
信
仰
の
霊
場
と
な
り
え
る
態
勢
は
す
で
に
整
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
だ
け
で
な
く
、
厳
島
神

社
の
場
合
は
前
述
の
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
記
事
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
次
の
三
つ

の
好
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
①�

厳
島
大
明
神
に「
無
上
菩
提
・
智
慧
・
福
徳
」と
い
う
三
箇
大
願
が
あ
っ

た
が
、
こ
の
な
か
に
福
徳
の
神
と
し
て
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
　
②�

厳
島
神
社
の
祭
神
は
稲
荷
大
社
・
竹
生
島
明
神
と
同
じ
く
、
い
ず
れ
も

「
施
福
の
神
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

　
　
③�

三
大
弁
財
天
と
し
て
知
ら
れ
る
天
川
・
厳
島
・
竹
生
島
の
神
社
は
、
龍

穴
が
互
通
し
宝
珠
ま
で
も
融
通
し
あ
う
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
厳
島
神
社
は
天
台
宗
の
世
界
に
お
い
て
す
で
に
、
弁
財
天
の
聖
地
竹

生
島
と
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
し
、
竹
生
島
と
同
じ
く
孤
島

に
立
地
し
景
観
も
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
好
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
誰
か
が
厳
島
神
社
の
祭
神
で
あ
る
龍
女
を
福
徳
の
神

弁
財
天
と
読
み
替
え
れ
ば
、
無
理
な
く
こ
の
切
り
替
え
は
進
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ

う
。

　
な
お
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
な
か
で
は
、
龍
女
と
弁
財
天
の
関
係
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
も
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
で
き
る
。

龍
女
と
弁
財
天
と
如
意
輪
観
音
は
姿
や
形
を
変
え
て
も
、
三
身
一
体
で

あ
る
と
い
う
。

し
か
し
、
厳
島
大
明
神
の
龍
女
か
ら
弁
財
天
へ
の
読
み
替
え
は
、
瀬
戸
内
海
を

東
西
す
る
航
路
を
媒
体
と
し
て
、「
ウ
ワ
サ
」
と
し
て
各
方
面
に
ひ
ろ
が
っ
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
本
地
が
如
意
輪
観
音
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
問
題

に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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ゆ
え
に
、
厳
島
大
明
神
が
福
徳
の
神
弁
財
天
の
装
い
を
持
っ
て
く
る
と
、『
臥

雲
日
件
録
』
の
厳
島
縁
起
に
見
ら
れ
た
「
新
夫
・
旧
夫
」
論
に
も
、
次
の
よ
う

に
新
た
な
解
釈
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

女
神
で
あ
る
厳
島
大
明
神
は
毘
沙
門
天
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
大
黒
天
と
も
緊

密
な
結
び
付
き
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
い
つ
頃
か
ら
祀

ら
れ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
弥
山
の
毘
沙
門
堂
の
横
に
今
日
も

弁
財
天
の
石
像
が
祀
ら
れ
て
い
る）

1（
（

。
戦
国
時
代
末
期
の
キ
リ
シ
タ
ン
の
書
簡
の

な
か
に
、
大
黒
天
の
使
者
と
い
え
る
ネ
ズ
ミ
が
本
殿
で
う
ろ
つ
い
て
い
る
様
が

記
さ
れ
て
い
る）

2（
（

。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
る
と
、
厳
島
神
社
は
毘
沙
門
天
・

大
黒
天
と
の
結
び
付
き
を
強
め
る
こ
と
で
、
福
神
信
仰
の
一
大
霊
場
の
装
い
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
の
神
官
た
ち
は
こ

れ
を
表
層
的
な
生
業
と
見
て
い
た
の
か
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
神

事
・
祭
礼
に
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た

厳
島
神
社
の
弁
才
天
信
仰
の
評
判
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
ま
こ
と
に
不
思
議

な
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
か
く
し
て
、厳
島
神
社
に
お
け
る
龍
神
信
仰
か
ら
弁
財
天
信
仰
へ
の
転
換
は
、

何
か
の
契
機
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
容
易
に
で
き
る
条
件
が
調
っ
て
い
た
と
い
え

る
。
つ
ま
り
、
厳
島
神
社
と
竹
生
島
の
弁
財
天
社
は
祭
神
が
女
神
と
い
う
共
通

性
だ
け
で
な
く
、
教
学
的
に
も
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら

に
自
然
景
観
に
お
い
て
も
近
似
す
る
と
い
う
親
近
性
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
情
況
に
あ
っ
た
厳
島
神
社
に
新
た
な
飛
躍
、
変
革
の
動
き

を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
室
町
時
代
後
期
以
降
に
お
け
る
瀬
戸
内
海
交
易
の
進

展
、
瀬
戸
内
海
交
易
の
分
岐
点
と
し
て
の
厳
島
の
地
位
の
高
ま
り
、
瀬
戸
内
海

交
易
を
介
し
た
福
神
信
仰
の
広
が
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
厳
島
神

社
が
龍
神
信
仰
か
ら
弁
財
天
信
仰
の
霊
場
へ
と
転
換
し
た
の
は
、
戦
国
時
代
の

初
期
以
前
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
弁
財
天
と
も
考
え
ら
れ
た
厳
島

大
明
神
は
毘
沙
門
天
・
大
黒
天
と
も
結
び
付
き
を
強
め
、
厳
島
全
体
が
弁
財
天

信
仰
を
中
心
と
す
る
福
神
信
仰
の
霊
場
の
装
い
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
は
あ
く
ま
で
も
表
層
的
な
俗
信

に
留
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、「
ウ
ワ
サ
」
と
い
う
形
で
瀬
戸
内
海
交
易
を
介
し
て

大
き
な
広
が
り
を
見
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

結
び
に
か
え
て

　
古
来
、
神
仏
の
霊
験
が
語
ら
れ
霊
場
が
生
ま
れ
る
と
き
、
そ
の
霊
験
が
何
か

を
介
し
て
「
ウ
ワ
サ
」
の
形
で
ひ
ろ
が
り
、
多
く
の
信
者
を
集
め
る
と
い
う
の

は
世
の
常
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
信
仰
の
在
り
方
も
曖
昧
で
茫
漠
と
し
て
い

て
、
お
祭
り
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
さ
え
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
検

討
し
た
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
も
、
決
し
て
そ
の
例
外
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
厳
島
神
社
は
戦
国
時
代
の
初
期
に
は
、
弁
財
天
信
仰
の
霊
場
と
し
て
広

く
知
れ
わ
た
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
俗
信
と
し
て
の
生
業
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、こ
れ
ま
で
検
討
し
た
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
に
つ
い
て
の
疑
問
で
、

ど
う
し
て
も
解
き
え
な
い
問
題
が
一
つ
あ
る
。
厳
島
神
社
で
は
南
北
朝
時
代
の

後
半
以
降
に
な
る
と
、
妙
音
弁
才
天
か
ら
宇
賀
弁
才
天
へ
と
信
仰
の
対
象
が
変

わ
っ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
著
さ
れ
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』

に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

南
北
朝
時
代
前
期
ま
で
の
厳
島
神
社
は
菩
提
心
発
得
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
、

妙
音
弁
才
天
で
あ
ろ
う
と
弁
財
天
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
徴
証
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
厳
島
神
社
は
天
川
・
竹
生
島
の
弁
財
天
と
と
も
に
日
本

三
大
弁
財
天
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
龍
穴
を
互
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
宝
珠

を
も
互
融
し
て
い
る
と
、
互
い
の
親
近
性
が
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
の
手

掛
り
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
あ
え
て
解
決
の
糸
口
を
見
出
そ
う

と
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
つ
は
、

確
か
に
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
が
綴
っ
て
い
る
よ
う
な
現
実
が
あ
っ
た
が
、
来
世

往
生
の
思
想
が
強
く
て
顕
在
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
が
綴
っ
て
い
る
の
は
教
学
を
踏
ま
え
た
理
念
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
現
実
は
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

こ
の
い
ず
れ
の
解
答
に
つ
い
て
も
、
一
方
を
否
定
す
る
だ
け
の
勇
気
を
持
ち
合
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縁
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れ
る
よ
う
に
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と
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れ
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、
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毘
沙
門
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だ
け
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、
新
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に
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と
も
緊
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結
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を
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に
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見
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。
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ら
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と
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が
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る
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が

記
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て
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。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
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え
る
と
、
厳
島
神
社
は
毘
沙
門
天
・

大
黒
天
と
の
結
び
付
き
を
強
め
る
こ
と
で
、
福
神
信
仰
の
一
大
霊
場
の
装
い
を

持
つ
よ
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に
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っ
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と
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ら
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る
。
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、
厳
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神
社
の
神
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た
ち
は
こ

れ
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な
生
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と
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て
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た
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か
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す
で
に
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摘
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事
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に
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と
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よ
い
ほ
ど
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。
こ
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も
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た

厳
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社
の
弁
才
天
信
仰
の
評
判
の
大
き
さ
を
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る
と
、
ま
こ
と
に
不
思
議

な
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
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か
く
し
て
、厳
島
神
社
に
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る
龍
神
信
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弁
財
天
信
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の
転
換
は
、

何
か
の
契
機
が
あ
れ
ば
そ
れ
が
容
易
に
で
き
る
条
件
が
調
っ
て
い
た
と
い
え

る
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つ
ま
り
、
厳
島
神
社
と
竹
生
島
の
弁
財
天
社
は
祭
神
が
女
神
と
い
う
共
通

性
だ
け
で
な
く
、
教
学
的
に
も
深
い
つ
な
が
り
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
さ
ら

に
自
然
景
観
に
お
い
て
も
近
似
す
る
と
い
う
親
近
性
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
情
況
に
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っ
た
厳
島
神
社
に
新
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な
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躍
、
変
革
の
動
き

を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
室
町
時
代
後
期
以
降
に
お
け
る
瀬
戸
内
海
交
易
の
進

展
、
瀬
戸
内
海
交
易
の
分
岐
点
と
し
て
の
厳
島
の
地
位
の
高
ま
り
、
瀬
戸
内
海

交
易
を
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し
た
福
神
信
仰
の
広
が
り
で
あ
っ
た
と
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え
る
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そ
し
て
、
厳
島
神

社
が
龍
神
信
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か
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弁
財
天
信
仰
の
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場
へ
と
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換
し
た
の
は
、
戦
国
時
代
の
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期
以
前
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
弁
財
天
と
も
考
え
ら
れ
た
厳
島

大
明
神
は
毘
沙
門
天
・
大
黒
天
と
も
結
び
付
き
を
強
め
、
厳
島
全
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が
弁
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天

信
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を
中
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と
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る
福
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信
仰
の
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場
の
装
い
を
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よ
う
に
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た
と
考
え

ら
れ
る
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し
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厳
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の
弁
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信
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は
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で
も
表
層
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な
俗
信

に
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た
け
れ
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と
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り
を
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結
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、
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の
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。
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茫
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な
お
、こ
れ
ま
で
検
討
し
た
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
に
つ
い
て
の
疑
問
で
、

ど
う
し
て
も
解
き
え
な
い
問
題
が
一
つ
あ
る
。
厳
島
神
社
で
は
南
北
朝
時
代
の

後
半
以
降
に
な
る
と
、
妙
音
弁
才
天
か
ら
宇
賀
弁
才
天
へ
と
信
仰
の
対
象
が
変

わ
っ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
末
期
に
著
さ
れ
た
『
渓
嵐
拾
葉
集
』

に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
で
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

南
北
朝
時
代
前
期
ま
で
の
厳
島
神
社
は
菩
提
心
発
得
の
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
、

妙
音
弁
才
天
で
あ
ろ
う
と
弁
財
天
信
仰
が
広
が
っ
て
い
た
徴
証
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
ま
た
、
厳
島
神
社
は
天
川
・
竹
生
島
の
弁
財
天
と
と
も
に
日
本

三
大
弁
財
天
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
龍
穴
を
互
通
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
宝
珠

を
も
互
融
し
て
い
る
と
、
互
い
の
親
近
性
が
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
の
手

掛
り
は
得
ら
れ
な
い
。
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す
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の
よ
う
な
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
一
つ
は
、

確
か
に
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
が
綴
っ
て
い
る
よ
う
な
現
実
が
あ
っ
た
が
、
来
世

往
生
の
思
想
が
強
く
て
顕
在
化
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
い
ま
一
つ

は
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
が
綴
っ
て
い
る
の
は
教
学
を
踏
ま
え
た
理
念
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
現
実
は
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

こ
の
い
ず
れ
の
解
答
に
つ
い
て
も
、
一
方
を
否
定
す
る
だ
け
の
勇
気
を
持
ち
合
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わ
せ
て
い
な
い
。
た
だ
、『
渓
嵐
拾
葉
集
』
が
述
べ
る
現
実
に
つ
い
て
、
何
ら

検
証
す
べ
き
材
料
が
な
い
こ
と
も
そ
の
一
つ
の
答
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

註（
１
）
高
橋
修
三
「『
厳
島
絵
図
』
を
読
む
」（『
厳
島
信
仰
事
典
』、
二
○
○
二

年
、初
出
一
九
九
一
年
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
安
芸
州
厳
島
之
図
」「
芸

州
厳
島
図
会
」
な
ど
の
画
中
詞
を
参
照
す
る
。

（
２
）
喜
田
貞
吉
「
弁
才
天
女
考
」（『
民
族
と
歴
史
』
第
三
巻
一
号
、
一
九
二

○
年
）。
こ
の
喜
田
氏
の
論
考
に
は
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
に
関
し

て
も
、
そ
の
大
き
な
流
れ
だ
け
で
な
く
細
か
な
史
実
も
示
さ
れ
て
お
り
、

多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

（
３
）
松
岡
久
人「
中
世
の
厳
島
文
化
」（『
広
島
県
史
　
中
世
』、一
九
八
四
年
）。

（
４
）
笹
間
良
彦
『
弁
才
天
信
仰
と
俗
信
』、
一
九
九
一
年
。

（
５
）
田
中
貴
子
「
竜
女
の
妹
―
厳
島
の
神
を
め
ぐ
る
神
仏
関
係
と
『
厳
島
の

本
地
』
―
」（『
外
法
と
愛
法
の
中
世
』、一
九
九
三
年
、初
出
一
九
八
九
年
）

を
参
照
。
し
か
し
、
田
中
氏
は
「
貞
和
本
」
は
テ
キ
ス
ト
の
性
格
が
異
な

る
と
し
て
、
本
書
に
「
し
ゃ
う
じ
ん
の
べ
ん
ざ
ひ
て
ん
」
と
い
う
文
言
が

な
い
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
省
略
し
て
い
る
。
な
お
、
松
本
隆
信
「
厳
島

の
本
地
」（『
厳
島
信
仰
事
典
』、
二
○
○
二
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）
も

あ
わ
せ
て
参
照
す
る
。

（
６
）
伊
藤
　
聡
「
吉
田
文
庫
所
蔵
の
弁
才
天
関
係
儀
へ
ー
に
つ
い
て
―
そ
の

翻
刻
と
紹
介
―
」（『
む
ろ
ま
ち
』
第
二
号
、
一
九
九
三
年
）。

（
７
）
註
（
５
）
の
田
中
論
文
及
び
「
厳
島
の
本
地
」（
横
山
　
重
外
『
室
町

時
代
物
語
集
』
第
二
巻
、
一
九
六
二
年
）
を
参
照
。

（
８
）
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
所
蔵
『
兼
右
卿
御
筆
　
厳
島
社
家
縁
起
』（
吉

田
三
七
―
○
六
○
）
参
照
。

（
９
）
橋
本
章
彦
「
毘
沙
門
天
と
念
仏
―
仏
法
守
護
神
か
ら
福
神
へ
―
」（『
仏

教
史
学
研
究
』
第
三
三
巻
一
号
、
一
九
九
○
年
）
他
を
参
照
。

（
10
）
神
仏
分
離
以
前
の
宮
島
に
は
、
塔
岡
の
下
に
二
つ
の
輪
蔵
が
あ
っ
た
。

そ
の
北
側
に
あ
っ
た
の
が「
龍
宮
界
蔵
」で
あ
っ
た
。「
龍
宮
界
蔵
」は「
何

年
ま
た
誰
人
の
所
建
に
や
詳
な
ら
ず
。
里
老
の
口
伝
に
ハ
、
龍
宮
蔵
を
ふ

る
し
」
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
な
か
に
「
一
ハ
宋
板
、
一
ハ
朝
鮮
板
」
が

納
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
（『
厳
島
図
会
』）。
こ
の
経
蔵
は
天
文
十
一
年

（
一
五
四
二
）
に
建
立
さ
れ
た
い
ま
一
つ
の
輪
蔵
、「
転
法
輪
蔵
」
よ
り
古

い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

（
11
）
山
本
ひ
ろ
子
「
成
仏
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
―
『
法
華
経
』
龍
女
成
仏

の
中
世
的
展
開
」（『
岩
波
講
座
　
東
洋
思
想
　
第
一
六
巻
　
日
本
思
想

２
』、
一
九
八
九
年
）
及
び
同
「
弁
才
天
潅
頂
―
戒
家
相
承
の
弁
才
天
と

如
意
宝
珠
を
め
ぐ
り
て
―
」（『
異
神
―
中
世
日
本
の
秘
密
教
的
世
界
―
』、

一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）
を
参
照
。
天
台
宗
に
お
け
る
弁
財
天

信
仰
の
教
学
的
な
理
解
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
山
本
論
文
か
ら
多
く
を

学
ん
だ
。

（
12
）
註
（
６
）
の
伊
藤
氏
の
論
文
に
同
じ
。

（
13
）
註
（
４
）
の
笹
間
氏
の
著
書
に
同
じ
。

（
14
）
高
野
山
大
學
図
書
館
蔵
『
大
弁
財
天
女
経
』（
増
福
院
文
書
六
五
―

五
一
―
一
）
を
参
照
。
本
史
料
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
同
館
の
木
下
浩

良
氏
に
御
配
慮
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
15
）
吉
田
兼
満
の
も
と
に
「
仏
説
大
弁
財
天
女
経
」
を
も
た
ら
し
た
智
福
院

宥
日
が
、
私
見
の
よ
う
に
天
川
弁
財
天
の
塔
頭
の
一
つ
「
地
福
院
」
の
僧

侶
な
ら
、
厳
島
神
社
の
弁
財
天
信
仰
の
こ
と
は
都
で
も
広
く
知
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
註
（
４
）
の
笹
間
氏
の
著
書
に
同
じ
。

（
17
）
松
井
輝
昭
「
中
世
の
瀬
戸
内
海
水
運
に
お
け
る
尾
道
の
位
置
」（『
中
世

瀬
戸
内
の
流
通
と
交
流
』、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。
中
世
の
瀬
戸
内
海

交
易
に
お
け
る
西
瀬
戸
内
海
の
分
岐
点
は
、
戦
国
時
代
以
前
は
蒲
刈
あ
た

り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
初
め
頃
か
ら
厳
島
が
蒲
刈
に
取
っ
て

代
わ
っ
て
、
各
方
面
か
ら
の
廻
船
の
発
着
点
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
分
岐
点
で
あ
る
。

（（（）
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（
18
）
註
（
３
）
の
松
岡
論
文
に
同
じ
。

（
19
）
宮
島
観
光
大
使
山
崎
美
和
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
く
。
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

（
20
）「
一
六
○
七
年
度
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」（
チ
ー
ス
リ
ク
編
『
芸
備
キ
リ
シ

タ
ン
資
料
』、
一
九
六
八
年
）
他
を
参
照
。
こ
の
年
報
に
は
厳
島
神
社
本

社
の
拝
殿
で
あ
ろ
う
か
、
鼠
が
誰
を
恐
れ
る
で
も
な
く
無
心
に
米
を
食
べ

る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
信
者
た
ち
が
厳
島
大
明
神
に
奉
納
し
た

捻
り
よ
り
こ
ぼ
れ
落
ち
た
米
で
あ
ろ
う
か
、
今
か
ら
す
る
と
不
思
議
な
光

景
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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（
18
）
註
（
３
）
の
松
岡
論
文
に
同
じ
。

（
19
）
宮
島
観
光
大
使
山
崎
美
和
氏
よ
り
御
教
示
い
た
だ
く
。
お
礼
を
申
し
上

げ
ま
す
。

（
20
）「
一
六
○
七
年
度
イ
エ
ズ
ス
会
年
報
」（
チ
ー
ス
リ
ク
編
『
芸
備
キ
リ
シ

タ
ン
資
料
』、
一
九
六
八
年
）
他
を
参
照
。
こ
の
年
報
に
は
厳
島
神
社
本

社
の
拝
殿
で
あ
ろ
う
か
、
鼠
が
誰
を
恐
れ
る
で
も
な
く
無
心
に
米
を
食
べ

る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
信
者
た
ち
が
厳
島
大
明
神
に
奉
納
し
た

捻
り
よ
り
こ
ぼ
れ
落
ち
た
米
で
あ
ろ
う
か
、
今
か
ら
す
る
と
不
思
議
な
光

景
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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Abstract

Establishment of the Sarasvati faith Itsukushima Shrine 
and the character

Teruaki�MATSUI

In�this�article,� I�examined�establishment�time�of�the�Sarasvati� faith�of�Itsukushima�Shrine�
and� the�character�and�was�able� to�clarify� the� following� fact.�There�was�dragon�King� faith� to�
assume�an�enshrined�deity�a�dragon�woman�for�along�time.�Itsukushima�Shrine,�and�this�received�
a� surge�of� the�Fukujin� faith�after� the� latter�period� in� the�Muromachi�era�and�switched� it� to�
Sarasvati� faith�to�grant�happiness�and�prosperity�by� in�the�early�days�for�the�age�of�civil�strife.�
However,�the�Sarasvati�faith�of�Itsukushima�Shrine�was�folk�belief�of�people�for�the�happiness�and�
prosperity,�and�this�did�not�lead�to�an�act�of�God,�a�festival�of�Itsukushima�Shrine.
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