
      

は
じ
め
に 

社
寺

し

ゃ

じ

参
詣

さ
ん
け
い

曼
荼
羅

ま

ん

だ

ら

は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
過
渡
期

に
、
突
如
と
し
て
集
中
的
に
出
現
し
た
、
社
寺
の
聖
域

と
そ
の
周
辺
の
に
ぎ
わ
い
を
活
写
し
た
絵
画
史
料
で
あ

る
。 昨

年
末
の
大
阪
市
立
博
物
館
編
『
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
』

（
平
凡
社
刊
）
の
刊
行
に
よ
っ
て
参
詣
曼
荼
羅
を
め
ぐ

る
研
究
環
境
は
飛
躍
的
に
改
善
さ
れ
た
。
大
判
の
カ

ラ
ー
写
真
全
図
に
よ
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
参
詣
曼

荼
羅
が
細
部
に
至
る
ま
で
観
察
可
能
に
な
っ
た
の
は
、

た
い
へ
ん
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。 

同
書
の
出
版
を
契
機
と
し
て
、
参
詣
曼
荼
羅
に
関
す

る
座
談
会
が
企
画
さ
れ
た
り
（
注
１
）
、
ま
た
、
通
参
詣

曼
荼
羅
的
読
解
の
試
み
や
個
別
の
参
詣
曼
荼
羅
分
析
が

急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
り
（
注
２
）
、
同
書
の
書
評
・
紹

介
も
出
は
じ
め
て
い
る
（
注
３
）
。 

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
参
詣
曼
荼
羅
と
は
ど
う
い
っ
た

特
徴
を
も
つ
絵
画
史
料
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に 

      従
来
の
参
詣
曼
荼
羅
を
め
ぐ
る
諸
論
攷
と
は
見
解
を
異

に
す
る
点
に
つ
い
て
も
論
じ
て
み
た
い
。 

 

参
詣
曼
荼
羅
の
ル
ー
ツ 

参
詣
曼
荼
羅
の
ル
ー
ツ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
目
下
の
と

こ
ろ
、
三
つ
の
説
が
あ
る
。
第
一
は
中
世
前
期
以
来
の

宮
（
垂
迹

す
い
じ
ゃ
く

）
曼
荼
羅
の
系
譜
の
延
長
と
す
る
説
（
注
４
）
、

第
二
は
中
世
の
社
寺
縁
起
絵
の
発
展
と
み
る
説
（
注
５
）

で
あ
り
、
第
三
は
社
寺
の
聖
域
の
案
内
図
と
し
て
成
立

し
た
と
す
る
説
（
注
６
）

で
あ
る
。 

し
か
し
、
現
実
に
は
こ
れ
ら
の
説
が
対
立
関
係
に
あ

る
と
み
る
よ
り
も
、
個
々
の
参
詣
曼
荼
羅
に
は
い
ず
れ

か
の
傾
向
が
強
く
に
じ
み
出
て
い
る
と
弾
力
的
に
と
ら

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

た
と
え
ば
、
宮
曼
荼
羅
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
社
寺
境

内
の
表
現
（
た
だ
し
、
人
物
が
描
か
れ
る
例
は
少
な
い
）

は
参
詣
曼
荼
羅
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
宮
曼
荼
羅
は

一
般
に
小
幅
で
縦
長
と
な
っ
て
お
り
、
礼
拝
用
に
作
成

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
富
士
参
詣
曼
荼
羅
の
場
合

は
同
様
に
縦
長
で
、
参
詣
曼
荼
羅
の
中
で
は
小
幅
の
部

類
に
属
し
て
お
り
、
宮
曼
荼
羅
の
系
譜
に
近
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。 

も
っ
と
も
、
浅
間
大
社
本
の
富
士
参
詣
曼
荼
羅
は
絹

本
で
、
し
か
も
狩
野
元
信
の
壺
形
朱
印
が
あ
る
な
ど
、

西
国
の
聖
地
を
描
い
た
参
詣
曼
荼
羅
一
般
と
は
異
質
な

面
が
多
く
、
礼
拝
用
に
近
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
も

考
え
う
る
。
他
の
数
幅
の
富
士
参
詣
曼
荼
羅
も
、
そ
の

性
格
を
継
承
し
て
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

一
方
、
掛
幅
形
式
の
縁
起
絵
は
参
詣
曼
荼
羅
と
同
様
、

大
幅
の
作
例
が
多
く
、
ま
た
絵
解

え

と

き
が
行
な
わ
れ
た
と

思
わ
れ
る
点
で
も
共
通
す
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に

は
表
現
技
法
に
お
い
て
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。 

縁
起
絵
に
は
、
た
と
え
ば
、
高
僧
絵
伝
に
し
ば
し
ば

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
絵
巻
の
延
長
と
し
て
画
面
を
分
割

し
、
そ
こ
に
時
間
的
推
移
と
し
て
の
絵
を
描
き
こ
む
と

い
う
手
法
が
み
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
宗
派
の
開
祖
な

り
、
社
寺
の
建
立
な
り
に
か
か
わ
る
縁
起
が
時
間
の
経

過
に
し
た
が
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
参
詣
曼
荼
羅
で
は
、
基
本
的
に
は
縁
起

に
か
か
わ
る
図
像
は
画
面
の
周
縁
部
に
付
加
的
に
置
か

れ
、
ま
た
縁
起
絵
の
よ
う
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
時
間
的
経

過
の
中
で
連
続
的
に
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

社
寺
参
詣
曼
荼
羅
の
世
界
① 

参
詣
曼
荼
羅
こ
と
は
じ
め 

岩
鼻
通
明 



参
詣
曼
荼
羅
に
お
い
て
は
、
そ
う
い
っ
た
時
間
的
推
移

と
し
て
の
縁
起
譚
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

聖
域
と
し
て
の
霊
場
の
空
間
を
表
現
す
る
こ
と
こ
そ
が

メ
イ
ン
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
先
述
の
座
談
会
で
も
話

題
と
な
っ
た
善
光
寺
参
詣
曼
荼
羅
（
注
７
）

で
あ
る
。
こ

れ
は
中
央
に
善
光
寺
の
聖
域
、
両
端
に
縁
起
を
描
い
た
、

参
詣
曼
荼
羅
と
縁
起
絵
の
折
衷
的
様
式
の
作
例
と
し
て

独
特
の
も
の
で
あ
る
。
縁
起
絵
か
ら
参
詣
曼
荼
羅
へ
の

移
行
を
考
察
す
る
に
は
貴
重
な
作
例
で
あ
る
が
、
画
面

中
央
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
善
光
寺
参
詣
の
風
景
で
あ

り
、
縁
起
は
周
縁
部
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す

れ
ば
、
や
は
り
参
詣
曼
荼
羅
と
呼
ぶ
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。 こ

の
よ
う
に
、
時
間
的
表
現
か
ら
空
間
的
表
現
へ
と

変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
の
裏
に
は
、
中
世
的
な
も
の
か

ら
近
世
的
な
も
の
へ
と
い
う
、
大
き
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
の

変
換
が
存
在
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
（
注
８
）
。 

事
実
、
近
世
に
入
る
と
、
各
地
の
社
寺
や
名
所
旧
跡

を
描
い
た
名
所

め
い
し
ょ

図
会

ず

え

の
制
作
が
隆
盛
を
き
わ
め
る
（
注

９
）
が
、
参
詣
曼
荼
羅
は
そ
う
し
た
名
所
図
会
風
案
内
図

の
さ
き
が
け
と
い
う
べ
き
、
聖
地
の
空
間
表
現
を
意
図

し
た
絵
画
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

参
詣
曼
荼
羅
に
は
図
中
の
文
字
注
記
は
通
例
み
ら
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
案
内
図
的
性
格
を
も
つ
と
は
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
依
然
と
し
て
絵
解
き
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
参
詣
曼
荼
羅
は

中
世
か
ら
近
世
へ
の
過
渡
期
の
産
物
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
現
世
的
宗
教
空
間
の
表
現
が
メ
イ
ン

テ
ー
マ
と
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
熊
野
那
智

な

ち

参
詣
曼

荼
羅
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
那
智
参
詣
曼
荼
羅
は
、

観
心
十
界

か
ん
し
ん
じ
ゅ
っ
か
い

図
や
仏
涅
槃

ね

は

ん

図
、
熊
野
権
現

ご
ん
げ
ん

縁
起
絵
巻
と

セ
ッ
ト
で
伝
来
す
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
注
10
）
。

絵
解
き
の
際
に
、
縁
起
的
要
素
は
縁
起
絵
巻
、
非
現
世

的
宗
教
空
間
は
観
心
十
界
図
へ
と
分
割
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
那
智
の
現
世
的
宗
教
空
間
そ
の
も
の
を
描
い

た
参
詣
曼
荼
羅
が
成
立
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

の
表
現
様
式
が
西
国
巡
礼
路
に
沿
う
霊
場
に
伝
播
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注
11
）
。 

  

通
絵
図
分
析
へ
の
歩
み 

さ
て
、
参
詣
曼
荼
羅
の
ル
ー
ツ
に
関
し
て
私
見
を
述

べ
た
が
、
む
し
ろ
今
後
の
研
究
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は

通
絵
図
的
分
析
（
注
12
）
、
す
な
わ
ち
参
詣
曼
荼
羅
相
互
、

さ
ら
に
は
同
時
代
の
絵
画
史
料
と
の
比
較
検
討
で
あ
ろ

う
。 

た
と
え
ば
、
室
町
末
期
以
来
、
京
の
都
の
都
市
景
観

を
流
麗
に
描
き
き
っ
た
洛
中
洛
外
図

ら
く
ち
ゅ
う
ら
く
が
い
ず

が
登
場
す
る
（
注

13
）

し
、
ま
た
、
近
世
初
期
風
俗
画
と
称
さ
れ
る
一
連

の
絵
画
が
出
現
す
る
（
注
14
）
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
参

詣
曼
荼
羅
に
み
ら
れ
る
社
寺
の
聖
域
の
表
現
に
類
似
し

た
描
写
が
散
見
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
参
詣
曼
荼
羅

に
み
る
人
物
と
景
物
（
景
観
表
現
）
の
分
析
に
際
し
て

は
、
こ
れ
ら
同
時
代
の
絵
画
史
料
と
比
較
検
討
を
行
な

う
こ
と
が
不
可
欠
と
い
え
よ
う
。 

さ
て
、
近
年
絵
巻
物
に
代
表
さ
れ
る
中
近
世
の
絵
画

史
料
研
究
が
盛
ん
と
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

も
人
物
表
現
に
関
す
る
検
討
が
、
身
分
制
と
の
関
連
等

の
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
（
注
15
）
。 

お
び
た
だ
し
い
数
の
人
々
が
画
面
に
登
場
す
る
こ
と

が
参
詣
曼
荼
羅
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ら
の
人
物
図
像
の
分
析
は
必
要
欠
く
べ
か
ら

ざ
る
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
従
来
の
研
究
で
は
、
た
と
え
ば
那
智
参
詣

曼
荼
羅
の
画
中
の
諸
所
に
み
ら
れ
る
白
装
束
姿
の
道
者

（
注
16
）
、
な
い
し
高
野
聖

こ
う
や
ひ
じ
り

や
琵
琶

び

わ

法
師

ほ

う

し

と
い
っ
た
「
異
形

い
ぎ
ょ
う

の
者
」
あ
る
い
は
縁
起
に
か
か
わ
る
人
物
像
に
注
自
が

集
ま
り
（
注
17
）
、
そ
の
他
大
勢
の
老
若
男
女
の
参
詣
者

は
十
分
視
野
に
入
り
き
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 



ま
た
、
こ
れ
ら
の
人
物
図
像
の
表
現
は
、
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
絵
師
の
工
房
で
「
儀
軌

ぎ

き

」
化

さ
れ
て
お
り
、
類
似
し
た
人
物
表
現
を
、
参
詣
曼
荼
羅

や
絵
巻
物
、
洛
中
洛
外
図
等
の
画
中
に
、
通
絵
図
的
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
18
）
。 

け
れ
ど
も
、
従
来
の
分
析
は
、
そ
れ
ら
の
人
物
図
像

は
あ
ま
り
に
も
画
面
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
状
況
の
中
で
、

個
別
に
比
較
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。 

 

遊
泳
す
る
人
物
図
像 

参
詣
曼
荼
羅
の
主
題
が
聖
地
の
空
間
表
現
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
空
間
を
遊
泳
す
る
人
物
も
ま
た
、
そ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
特
定
の
場
に
配
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
別

稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
琵
琶
法
師
は
本
堂
の
脇
に
、

高
野
聖
は
鳥
居
や
門
の
外
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の

は
、
当
時
の
身
分
制
の
構
造
が
空
間
的
に
反
映
し
て
い

る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
19
）
。 

福
原
敏
男
氏
の
見
解
で
は
、
筆
者
の
こ
の
立
場
に
否

定
的
で
あ
る
（
注
20
）

が
、
参
詣
曼
荼
羅
の
主
眼
が
聖
な

る
空
間
の
描
出
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
人
物

群
も
聖
域
と
の
か
か
わ
り
で
配
置
さ
れ
て
い
る
と
み
な

さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
各
人
物
は
聖
域
に
対
し

て
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
と
い
う
浄
―
不
浄
の
か
か
わ

り
の
中
で
配
置
が
定
め
ら
れ
て
い
く
と
考
え
た
い
。
す

な
わ
ち
、
単
な
る
身
分
上
の
差
異
で
は
な
く
、
聖
域
と

の
関
係
の
差
異
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
工
房
の
絵
師

た
ち
も
当
然
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
聖
地
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
の
正
確
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

か
ら
。 

一
方
、
さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
も

諸
々
の
興
味
深
い
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

服
装
を
例
に
と
れ
ば
、
す
で
に
柿
色
の
衣
の
非
人
の
事

例
は
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
注
21
）
。 

さ
ら
に
、
服
装
に
と
ど
ま
ら
ず
、
登
場
人
物
は
い
ろ

い
ろ
な
物
を
手
に
持
ち
、
あ
る
い
は
身
に
つ
け
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
武
器
と
し
て
は
、
腰
刀
や
弓
矢
、
槍
、
長

刀
な
ど
多
く
の
種
類
が
描
か
れ
て
い
る
し
、
扇
を
手
に

持
ち
、
あ
る
い
は
眼
前
に
拡
げ
て
置
き
、
ひ
れ
伏
し
て

神
仏
に
祈
る
参
詣
者
の
姿
は
参
詣
曼
荼
羅
の
そ
こ
か
し

こ
に
登
場
す
る
。 

ま
た
、
梅
花
や
桜
花
、
あ
る
い
は
柳
の
小
枝
を
手
に

下
げ
た
童
子
や
若
者
の
姿
が
し
ば
し
ば
参
詣
曼
荼
羅
に

描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
熊
野
観
心
十
界
図
に

目
を
移
す
と
、
有
名
な
「
人
生
の
階
段
」
の
部
分
で
同

様
の
人
物
図
像
の
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
22
）
。

こ
れ
ら
は
ま
さ
に
「
年
齢
階
梯
」
を
示
唆
す
る
、
い
わ

ば
青
春
の
シ
ン
ボ
ル
の
表
現
と
み
て
よ
か
ろ
う
。 

一
方
、
観
心
十
界
図
と
一
対
の
関
係
に
あ
る
那
智
参

詣
曼
荼
羅
に
は
、
こ
の
小
枝
を
手
に
持
つ
人
物
の
表
現

は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
物
表
現
が

存
在
す
る
参
詣
曼
荼
羅
は
観
心
十
界
図
の
人
物
図
像
を

典
拠
と
し
て
ひ
き
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
先
述
の

よ
う
に
、
西
国
巡
礼
の
行
動
範
囲
内
に
分
布
す
る
参
詣

曼
荼
羅
に
お
け
る
、
那
智
参
詣
曼
荼
羅
と
観
心
十
界
図

の
始
源
性
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
図
像
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。 

さ
ら
に
、
人
物
の
動
作
に
も
興
味
深
い
も
の
が
み
ら

れ
る
。
門
前
の
市
小
屋
で
茶
を
飲
む
光
景
や
、
囲
碁
に

興
じ
る
人
々
な
ど
、
当
時
の
風
俗
が
参
詣
曼
荼
羅
に
は

活
写
さ
れ
て
い
る
。
聖
と
俗
の
接
点
の
場
の
に
ぎ
わ
い
、

そ
れ
は
宮
曼
荼
羅
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
表
現
で
あ
り
、

こ
れ
ま
た
参
詣
曼
荼
羅
研
究
の
重
要
な
テ
ー
マ
の
ひ
と

つ
と
い
え
よ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
参
詣
曼
荼
羅
に
お
け
る
人
物
図
像
は

き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
同
時
代
の
絵
画
史
料
と
比
較

し
な
が
ら
通
絵
図
的
に
検
討
し
て
い
く
中
で
全
貌
が
明

ら
か
に
な
っ
て
こ
よ
う
。 

 



参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
景
物 

次
に
、
参
詣
曼
荼
羅
に
描
か
れ
た
景
物
（
景
観
表
現
）

と
し
て
は
、
山
水
、
建
造
物
、
あ
る
い
は
動
植
物
を
も

含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
景
物
に
つ
い
て
の

考
察
は
人
物
に
比
べ
る
と
大
き
く
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
。

作
成
年
の
不
明
な
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
参
詣
曼
荼
羅

の
場
合
、
画
中
の
景
観
表
現
を
同
時
代
の
絵
画
史
料
と

比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
作
成
年
代

を
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。 

さ
て
、
画
中
で
注
目
す
べ
き
景
物
と
し
て
は
、
別
稿

で
指
摘
し
た
「
滝
」
と
「
塔
」
が
あ
げ
ら
れ
る
（
注
23
）
。

こ
の
両
者
は
エ
リ
ア
ー
デ
流
に
言
え
ば
「
天
と
地
と
地

下
を
結
ぶ
垂
直
軸
」
と
し
て
機
能
し
（
注
24
）
、
参
詣
曼

荼
羅
の
宇
宙
を
統
合
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

図
中
に
躍
動
す
る
犬
や
牛
馬
、
あ
る
い
は
は
ば
た
く

鳥
な
ど
の
動
物
も
意
味
あ
り
げ
に
描
か
れ
、
桜
花
や
梅

花
、
さ
ら
に
は
紅
葉
し
た
独
立
樹
の
表
現
も
み
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
当
時
の
社
寺
境
内
の
景
観
の
単
な
る
写
生
に

終
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
物
図
像
の
配
置
と

同
様
に
、
秘
め
ら
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
が
隠
さ
れ
て
お
り
、

我
々
は
そ
れ
ら
を
読
解
す
べ
く
、
試
論
を
重
ね
て
い
き

た
い
。 

同
時
に
、
画
面
の
そ
こ
こ
こ
に
た
ち
こ
め
て
い
る
雲

や
霞
も
、
単
な
る
自
然
の
描
写
で
は
な
く
、
洛
中
洛
外

図
の
場
合
と
同
じ
く
、
場
面
転
換
の
目
的
で
使
わ
れ
て

い
る
「
雲
烟
の
技
法
」
な
の
で
あ
る
（
注
25
）
。
参
詣
曼

荼
羅
に
お
け
る
空
間
表
現
は
、
現
実
の
位
置
関
係
を
大

幅
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
い
る
（
注
26
）
。
周
縁
部
の
俗
界

は
圧
縮
さ
れ
、
そ
の
逆
に
中
央
の
聖
域
は
誇
張
さ
れ
て

表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
歪 ゆ

が

み
を
隠
蔽
し
て
い
る
の

が
、
こ
の
雲
烟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
参
詣
曼
荼
羅
に
描
か
れ
た
景
物
は
単

な
る
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
聖
域

の
表
現
と
い
う
テ
ー
マ
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。 

  
お
わ
り
に 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
参
詣
曼
荼
羅
は
き
わ
め

て
多
義
的
な
性
格
を
も
つ
絵
画
史
料
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
参
詣
曼
荼
羅
の
研
究
に
は
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

あ
る
し
、
そ
れ
ら
が
連
繋
し
、
統
合
さ
れ
て
初
め
て
参

詣
曼
荼
羅
の
全
容
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
そ
れ
に
向
か
っ
て
の
一
里
塚
に
す
ぎ
な
い
。 

こ
れ
で
、
と
り
あ
え
ず
第
一
回
の
筆
を
置
く
が
、
次

回
以
降
は
、
個
別
の
参
詣
曼
荼
羅
を
と
り
あ
げ
る
中
て
、

通
絵
図
的
分
析
を
導
入
し
な
が
ら
論
を
展
開
し
て
い
き

た
い
。 

（
い
わ
は
な
み
ち
あ
き/

人
文
地
理
学
） 

 

注 （
１
） 

黒
田
日
出
男
・
徳
田
和
夫
・
西
山
克
・
福
原
敏 

男
「
座
談
会 

社
寺
参
詣
曼
荼
羅
の
世
界
」『
月 

刊
百
科
』
一
九
八
八
年
五
月
号
。 

（
２
） 

西
山
克
「
那
智
参
詣
曼
荼
羅
諸
本
の
系
統
と
明 

星
院
本
」『
岡
崎
市
史
研
究
』
一
〇
、
一
九
八
八 

年
三
月
。
徳
田
和
夫
「
床
下
神
の
物
語
」『
国
語 

国
文
論
集
』
一
七
、
一
九
八
八
年
三
月
。
徳
田 

和
夫
「
〈
牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
参
り
〉
譚
の
軌 

跡
」『
絵
解
き
研
究
』
六
、
一
九
八
八
年
六
月
。 

黒
田
日
出
男
「
参
詣
曼
荼
羅
の
不
思
議
『
清
水 

参
詣
曼
荼
羅
』
の
読
解
」『
週
刊
朝
日
百
科
日
本 

の
歴
史
別
冊 

絵
画
史
料
の
読
み
方
』
一
九
八 

八
年
七
月
。
福
原
敏
男
「
先
山
千
光
寺
参
詣
曼 

荼
羅
に
つ
い
て
」『
大
阪
市
立
博
物
館
研
究
紀 

要
』
二
〇
、
一
九
八
八
年
二
月
。
福
原
敏
男
「
社 

寺
参
詣
曼
荼
羅
に
つ
い
て
」『
へ
る
め
す
』
一
五
、 

一
九
八
八
年
六
月
。
拙
稿
「
参
詣
曼
荼
羅
の
読 

図
に
向
け
て
」『
芸
能
』
二
九
―
十
、
一
九
八
七 

年
十
月
。 



（
３
） 

拙
稿
「
絵
解
き
研
究
と
図
録
」、
徳
田
和
夫
「
稔 

り
の
年
―
付
『
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
』
の
刊
行
を 

欣
ぶ
―
」『
絵
解
き
研
究
』
六
、
一
九
八
八
年
六 

月
。 

（
４
） 

中
村
輿
二
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
の
成
立
と
展
開
」 

『
本
地
仏
の
総
合
的
研
究
』
科
研
費
報
告
書
、
一 

九
八
四
年
。
ま
た
、
山
折
哲
雄
「
仏
教
的
世
界
観 

と
民
俗
的
他
界
観
」(

『
仏
教
民
俗
学
大
系
３ 

聖 

地
と
他
界
観
』
名
著
出
版
、
一
九
八
七
年
十
二
月
） 

は
垂
迹
曼
荼
羅
の
「
山
」
モ
チ
ー
フ
に
「
海
」
モ 

チ
ー
フ
が
加
わ
っ
て
、
参
詣
曼
荼
羅
が
成
立
し
た 

と
す
る
が
、
既
に
山
と
海
の
モ
チ
ー
フ
は
中
世
の 

荘
園
絵
図
に
頻
出
し
て
い
る
。 

（
５
） 

藤
沢
隆
子
「
参
詣
曼
荼
羅
の
成
立
」『
近
畿
地
方 

を
中
心
と
す
る
霊
場
寺
院
の
総
合
的
研
究
』
元 

興
寺
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
五
年
。 

（
６
） 

西
山
克
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
つ
い
て
の
覚
書
」 

『
藤
井
寺
市
史
紀
要
』
七
、
一
九
八
六
年
。 

（
７
） 

前
掲
注
１
。 

（
８
） 

社
寺
参
詣
の
旅
そ
の
も
の
も
大
き
く
変
容
し
て 

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
週
刊
朝
百
科
日
本
の
歴 

史
75
、
旅
―
信
仰
か
ら
物
見
遊
山
へ
』
一
九
八 

七
年
、
拙
稿
「
道
中
記
に
み
る
出
羽
三
山
参
詣 

の
旅
」『
歴
史
地
理
学
』
一
三
九
、
一
九
八
七
年
、 

参
照
。 

（
９
） 

矢
守
一
彦
『
古
地
図
と
風
景
』
筑
摩
書
房
、
一 

九
八
四
年
。 

（
10
） 

荻
原
龍
夫
『
巫
女
と
仏
教
史
』
古
川
弘
文
館
、 

一
九
八
三
年
。
大
阪
市
立
博
物
館
編
『
社
寺
参 

詣
曼
荼
羅
』
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
。 

（
11
） 

前
掲
注
４
の
山
折
哲
雄
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、 

那
智
参
詣
曼
荼
羅
に
「
海
」
モ
チ
ー
フ
が
付
加 

さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
補
陀
落
渡 

海
」
信
仰
、
い
い
か
え
れ
ば
海
上
他
界
を
強
く 

意
識
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て 

も
那
智
参
詣
曼
荼
羅
の
始
源
性
が
注
目
さ
れ
る 

が
、
一
方
、
西
国
霊
場
の
他
の
参
詣
曼
荼
羅
に 

お
い
て
は
海
上
他
界
の
表
現
は
ほ
と
ん
ど
み
ら 

れ
ず
、「
海
」
モ
チ
ー
フ
は
換
骨
奪
胎
さ
れ
た
感 

が
あ
り
、
現
世
空
間
の
表
現
が
メ
イ
ン
に
な
っ 

て
い
る
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

（
12
） 

絵
図
お
よ
び
絵
画
史
料
の
分
析
の
枠
組
に
つ
い 

て
は
、
葛
川
絵
図
研
究
会
編
『
絵
図
の
コ
ス
モ 

ロ
ジ
ー
』
上
巻
、
地
人
書
房
、
一
九
八
八
年
、 

参
照
。 

（
13
） 

今
谷
明
『
京
都
・
一
五
四
七
年
』
平
凡
社
、
一 

九
八
八
年
。
高
橋
康
夫
『
洛
中
洛
外
』
卒
凡
社
、 

一
九
八
八
年
。 

（
14
） 

武
田
恒
夫
『
近
世
初
期
風
俗
画
』
至
文
堂
、
一 

九
六
七
年
。 

（
15
） 

黒
田
日
出
男
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
平
凡 

社
、
一
九
八
六
年
。
保
立
道
久
『
中
世
の
愛
と 

従
属
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。 

（
16
） 

黒
田
日
出
男
「
熊
野
那
智
参
詣
曼
荼
羅
を
読
む
」 

『
思
想
』
七
四
〇
、
一
九
八
六
年
。 

（
17
） 

徳
田
和
夫
「
中
世
の
目
、
中
世
の
耳
」『
国
文 

学
』
三
二
―
七
、
一
九
八
七
年
。 

（
18
） 

西
山
克
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
に
つ
い
て
の
覚
書 

Ⅱ
」『
藤
井
寺
市
史
紀
要
』
八
、
一
九
八
七
年
。 

（
19
） 

拙
稿
「
西
国
霊
場
の
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
空
間 

表
現
」『
人
文
地
理
学
の
視
圏
』
大
明
堂
、
一
九 

八
六
年
。 

（
20
） 

大
阪
市
立
博
物
館
編
『
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
』
平 

凡
社
、
一
九
八
七
年
。 

（
21
） 

前
掲
注
15
参
照
。 

（
22
） 

前
掲
注
10
参
照
。 

（
23
） 

前
掲
注
19
参
照
。 

（
24
） 

エ
リ
ア
ー
デ
『
聖
と
俗
』
法
政
大
学
出
版
局
、 

一
九
六
九
年
。 

（
25
） 

水
津
一
朗
「
文
化
景
観
の
コ
ー
ド
」『
空
間
・ 

景
観
・
イ
メ
ー
ジ
』
地
人
書
房
、
一
九
八
三
年
。 

（
26
） 

前
掲
注
19
参
照
。 



                        

                        

                     

千光寺参詣曼荼羅（部分） 兵庫

県淡路島の先山千光寺の縁起や参

詣のありさまを描いたもの。犬に追わ

れる琵琶法師（下部）や笈を背負っ

た高野聖など、さまざまな姿の参詣

人が書き込まれている。千光寺蔵 

善光寺参詣曼荼羅 中央部に参詣曼荼羅、左右の縁辺に善光寺如来絵伝を描く、小山善光寺所蔵。 

図版はいずれも平凡社刊『社寺参詣曼荼羅』より。 


