
      

参
詣
曼
荼
羅
と
は
？ 

前
回
、
参
詣
曼
荼
羅
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら

概
観
を
試
み
た
が
、
参
詣
曼
荼
羅
と
は
何
か
、
と
い
う
定

義
づ
け
を
明
確
に
は
行
な
わ
な
か
っ
た
。「
曼
荼
羅

ま

ん

だ

ら

」
と
い

う
こ
と
ば
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
マ
ン
ダ
ラ
を
音
訳
し
た

も
の
で
、
本
来
「
本
質
を
得
る
」
と
い
う
意
味
、
す
な
わ

ち
、
仏
の
最
高
の
悟
り
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
、
円
輪
具

足
と
も
訳
さ
れ
、
曼
荼
羅
図
は
こ
の
真
理
を
絵
画
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
実
は
「
参
詣
曼
荼
羅
」
と
い
う
用
語
は
、

こ
れ
ら
の
作
成
さ
れ
た
中
世
末
期
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
一
九
六
八
年
に
開
か
れ
た
京
都
国
立
博
物
館

の
「
古
絵
図
」
特
別
展
に
際
し
て
発
案
さ
れ
た
学
術
用
語

な
の
で
あ
り
、「
礼
拝
を
目
的
と
し
て
制
作
さ
れ
、
風
俗
画

的
、
説
話
画
的
な
要
素
を
多
分
に
も
り
こ
ん
だ
曼
荼
羅
図

を
総
称
す
る
概
念
」
と
の
規
定
が
行
な
わ
れ
て
い
る
（
注
１
）
。 

一
方
、
川
村
知
行
氏
は
参
詣
曼
荼
羅
の
特
徴
と
し
て
、 

      ①
上
方
の
左
右
に
日
輪
・
月
輪
を
描
い
て
霊
地
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。 

②
重
要
な
社
殿
・
仏
堂
を
は
じ
め
、
鳥
居
・
回
廊
ま
で
克

明
に
配
す
る
。 

③
参
道
に
は
信
者
が
名
所
を
参
詣
す
る
姿
を
描
く
。 

と
い
う
三
点
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
礼
拝
画
と
世
俗
画
の

二
重
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
、
絵
解
き
さ
れ
る
こ
と
が
最

初
か
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
（
注

２
）
。 し

か
し
、
日
輪
・
月
輪
は
、
た
と
え
ば
紀
三
井
寺
・
粉

河
寺
・
葛
井
寺
・
中
山
寺
の
参
詣
曼
荼
羅
な
ど
、
描
か
れ

て
い
な
い
事
例
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
、
必
ず
し
も
参

詣
曼
荼
羅
に
不
可
欠
の
要
素
と
は
い
い
が
た
い
。
社
殿
を

克
明
に
配
す
る
と
い
う
点
も
、
伊
勢
参
詣
曼
荼
羅
に
お
い

て
、
外
宮
正
殿
と
内
宮
正
殿
が
、
い
わ
ゆ
る
唯
一
神
明
造

に
は
表
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
果
た
し
て
当
時
の
社
殿
の
姿

が
正
確
に
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ろ
う

（
注
３
）
。 

た
だ
、
参
詣
す
る
多
く
の
人
物
図
像
が
描
か
れ
る
こ
と

が
参
詣
曼
荼
羅
に
共
通
す
る
特
徴
の
で
あ
る
点
は
確
か
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
近
世
初
期
風
俗
画
の
人
物
表
現

に
近
似
し
て
お
り
、
工
房
で
類
型
化
さ
れ
て
い
た
人
物
図

像
が
参
詣
曼
荼
羅
の
画
中
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
参
詣
曼
荼
羅
そ
の
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も

聖
域
の
表
現
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
世
俗
画
の
性

格
を
も
つ
も
の
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
厳
密
に
概
念
規
定
を
す
る
の
に
は
困

難
な
面
が
多
く
、
ま
た
、
あ
ま
り
き
ゅ
う
く
つ
な
定
義
づ

け
を
行
な
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し

ま
う
も
の
が
た
く
さ
ん
生
じ
て
し
ま
う
。 

実
は
、
目
下
の
筆
者
の
関
心
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な

絵
画
史
料
、
す
な
わ
ち
、
参
詣
曼
荼
羅
の
周
縁
部
に
位
置

す
る
も
の
に
集
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
阪
市
立
博
物

館
『
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
』（
平
凡
社
刊
）
で
は
取
り
あ
げ
ら

れ
な
か
っ
た
、
立
山
・
白
山
曼
荼
羅
な
ど
の
山
岳
信
仰
系

の
参
詣
曼
荼
羅
が
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
。 

そ
し
て
、
今
回
取
り
あ
げ
る
吉
崎
御
坊
参
詣
絵
図
も
ま

た
、
参
詣
曼
荼
羅
に
か
な
り
類
似
し
た
特
徴
を
も
つ
絵
図

と
い
え
よ
う
。 

  

社
寺
参
詣
曼
荼
羅
の
世
界
② 

吉
崎
御
坊
と
蓮
如 

岩
鼻
通
明 



吉
崎
御
坊
の
地
理
的
環
境
と
歴
史 

福
井
県
の
北
東
端
、
石
川
県
と
接
す
る
地
、
す
な
わ
ち
、

か
つ
て
の
越
前
と
加
賀
の
国
境
に
位
置
す
る
吉
崎

よ
し
ざ
き

は
、
本

願
寺
八
代
宗
主
蓮
如

れ
ん
に
ょ

の
開
い
た
浄
土
真
宗
の
寺
内
町

じ
な
い
ま
ち

と
し

て
著
名
で
あ
る
。 

吉
崎
は
越
前
と
加
賀
の
国
境
に
位
置
す
る
と
同
時
に
、

水
陸
の
接
点
に
立
地
し
て
い
る
。
大
聖

だ
い
し
ょ
う

寺
川

じ
が
わ

が
日
本
海
に

注
ぎ
込
む
河
口
部
に
ラ
グ
ー
ン
の
北
潟
湖
が
広
が
っ
て
い

る
が
、
吉
崎
は
北
を
大
聖
寺
川
、
す
ぐ
西
を
北
潟
湖
に
囲

ま
れ
た
水
陸
交
通
の
要
地
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
境
界
の
場

に
形
成
さ
れ
た
寺
内
町
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
吉
崎
が
中
世
寺
内
町
と
し
て
栄
え
た
期
間
は

意
外
に
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
蓮
如
が
吉
崎
に
入
っ
た
の

は
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
七
月
で
、
吉
崎
一
円
の
名
主

で
あ
っ
た
大
家
彦
左
衛
門
吉
久
の
協
力
を
得
て
、
吉
崎
道

場
建
設
に
着
手
す
る
（
注
４
）
。 

と
こ
ろ
が
、
文
明
六
年
三
月
、
火
災
に
襲
わ
れ
て
本
坊

が
全
焼
、
ま
た
、
こ
の
頃
よ
り
加
賀
の
高
田
派
門
徒
と
の

抗
争
、
あ
る
い
は
南
加
賀
の
守
護
富
樫

と

が
し

政
親
と
の
対
立
が

め
だ
ち
は
じ
め
、
つ
い
に
文
明
七
年
八
月
に
、
蓮
如
は
吉

崎
を
退
去
す
る
。
そ
し
て
、
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
越

前
国
主
朝
倉
氏
は
、
浄
土
真
宗
寺
院
門
徒
を
加
賀
へ
追
放

し
、
吉
崎
御
坊
も
破
却
し
た
の
で
あ
っ
た
（
注
５
）
。 

吉
崎
を
描
い
た
絵
図 

吉
崎
を
描
い
た
歴
史
時
代
の
絵
図
（
古
地
図
）
は
か
な

り
の
点
数
が
存
在
し
、
研
究
論
文
も
い
く
つ
か
発
表
さ
れ

て
い
る
（
注
６
）
。
こ
れ
ら
の
絵
図
を
表
現
内
容
や
作
成
目

的
か
ら
分
類
し
て
み
よ
う
。 

ま
ず
、
吉
崎
を
描
い
た
絵
図
は
、
蓮
如
時
代
の
吉
崎
御

坊
を
描
い
た
中
世
絵
図
（
た
だ
し
、
後
世
の
写
本
が
多
い
）

と
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
、
東
西
本
願
寺
の
別
院
の
建
設

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
門
前
町
を
描
い
た
近
世
絵
図
と
に

大
別
さ
れ
る
。 

さ
ら
に
、
中
世
絵
図
は
吉
崎
道
場
と
そ
の
周
囲
を
表
現

し
た
「
吉
崎
御
坊
絵
図
」
と
、
文
明
六
年
の
火
災
時
の
状

況
を
描
い
た
「
蓮
如
火
難
之
図
」（
写
真
１
）
の
ふ
た
つ
に
分

け
ら
れ
る
。
一
方
、
近
世
絵
図
は
東
西
本
願
寺
が
蓮
如
当

時
に
御
坊
の
置
か
れ
た
吉
崎
山
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
争

っ
た
相
論
絵
図
と
、
吉
崎
へ
参
詣
に
訪
れ
た
旅
人
相
手
の

名
所
図
（
図
１
）

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

さ
て
、
こ
れ
ら
の
絵
図
の
中
で
、
参
詣
蔓
茶
羅
に
類
似

し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
吉
崎
御
坊
絵

図
」
で
あ
り
、
以
下
で
は
こ
の
図
を
中
心
に
検
討
を
加
え

た
い
。 

  

     

         

照
西
寺
蔵
吉
崎
御
坊
絵
図 

吉
崎
御
坊
絵
図
の
代
表
作
と
し
て
、
滋
賀
県
多
賀
町
保

月
の
照
西
寺
蔵
の
絵
図
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
辻
川

達
雄
氏
に
よ
れ
ば
、「
往
時
の
吉
崎
道
場
を
画
い
た
現
存
最

古
と
お
も
わ
れ
る
絵
図
、
文
明
年
間
の
筆
と
伝
え
る
貴
重

な
史
料
、
絵
図
は
縦
一
六
六
セ
ン
チ
、
横
一
一
七
セ
ン
チ

の
大
幅
で
、
越
前
の
勝
念
寺
（
廃
寺
）
よ
り
当
時
総
道
場

で
あ
っ
た
照
西
寺
へ
入
寺
し
た
僧
が
、
持
参
し
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
（
注
８
）
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

１ 「蓮如火難之図」 東本願寺吉崎別院蔵 



                      

本
図
の
特
徴
は
、
す
で
に
辻
川
・
土
屋
・
金
井
の
各
氏

も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
注
９
）
、
初
期
寺
内
町
の
景
観

を
詳
細 

                     

に
描
い
て
い
る
点
に
あ
る
。
本
坊
の
あ
る
吉
崎
山
へ
至
る

山
門
の
大
路
に
沿
っ
て
多
屋
九
房
と
呼
ば
れ
た
門
弟
の
坊

舎
が
連
な
り
、
門
外
に
は
粗
末
な
茅
葺
き
の
寺
内
の
民
家

が
並
ん
で
い
る
。 

吉
崎
山
は
あ
た
か
も
平
山
城
の
ご
と
く
で
あ
り
、
寺
内

町
も
後
に
は
城
下
町
と
同
じ
く
平
城
的
ス
タ
イ
ル
を
と
っ

て
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
本
図
に
は
山
頂
の
本
坊
、

山
麓
の
町
屋
と
い
う
初
期
寺
内
町
の
垂
直
的
構
造
が
的
確

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
な
お
本
図
の
写
本
と
想
定
さ
れ
る

絵
図
が
数
点
吉
崎
の
寺
院
に
伝
来
す
る
（
写
真
２
・
写
真
３
）
。 

               

図１ 吉崎山の図 『二十四輩順拝図絵』より 

２ 

「
吉
崎
御
坊
絵
図
」 

東
本
願
寺
吉
崎
別
院
蔵 

３ 

「
吉
崎
御
坊
絵
図
」 

吉
崎
山
願
慶
寺
蔵 



本
覚
坊
蔵
吉
崎
絵
図 

一
九
八
七
年
夏
、
東
北
大
学
の
中
世
史
の
先
生
方
を
中

心
と
す
る
文
部
省
科
研
費
の
調
査
に
同
行
し
て
新
潟
県
上

越
市
高
田
郊
外
の
本
覚
坊
へ
う
か
が
っ
た
折
に
、
著
名
な

戦
国
大
名
の
古
文
書
群
と
と
も
に
、
二
枚
の
吉
崎
絵
図
を

拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

本
覚
坊
は
前
述
の
多
屋
九
房
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
寺
伝

に
よ
れ
ば
、
文
明
年
間
に
越
前
の
地
を
離
れ
て
越
後
に
移

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
室
町
後
期
の
作
と
み
ら
れ
る
蓮
如

上
人
絵
伝
の
掛
軸
も
あ
り
（
写
真
４
）
、
吉
崎
絵
図
の
二
幅
と

と
も
に
、
先
代
住
職
の
時
代
に
は
「
御
絵
伝
」
と
称
さ
れ

て
、
絵
解
き
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

         

さ
て
、
こ
れ
ら
の
吉
崎
絵
図
の
う
ち
、
一
幅
は
前
述
の

照
西
寺
蔵
吉
崎
御
坊
絵
図
に
近
似
し
た
内
容
を
も
っ
て
お

り
、
こ
ち
ら
を
仮
に
「
本
覚
坊
蔵
吉
崎
御
坊
絵
図
」（
写
真

５
）

と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
図
の
特
徴
は
、
解
説

的
な
文
字
注
記
が
図
中
に
豊
富
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
点

に
あ
る
。
他
の
吉
崎
御
坊
絵
図
の
場
合
は
建
物
の
名
称
程

度
し
か
注
記
が
な
い
の
で
、
読
解
に
際
し
て
大
き
な
手
が

か
り
と
な
る
。 

こ
の
図
の
左
下
に
は
、 

「
実
恵
様
御
筆
ヲ

以
写
取
者
也 

新
潟
称
念
寺
供
物
也 

享
保
十
八
丑
八
月
晦
日 

越
前
堺
井
郡
矢
池
村
法
教
坊
」 

と
い
う
記
載
が
あ
り
（
写
真
６
）
、
江
戸
中
期
の
写
本
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
文
字
注
記
に
は
昔
と
今
、

す
な
わ
ち
蓮
如
当
時
の
文
明
年
間
と
、
本
図
の
作
成
時
の

享
保
年
間
と
の
景
観
変
遷
を
比
較
し
た
記
載
が
多
く
み
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
「
吉
崎
昔
は
家
少
々
ち
り
て
有
之
大
屋

道
場
ト
云 
今
ハ
無
此
家
数
弐
百
軒
程
有
之
候
」
と
い
っ

た
注
記
が
あ
る
。 

さ
ら
に
、
東
西
の
本
願
寺
の
建
物
に
は
朱
点
が
打
た
れ

て
お
り
、
ま
さ
に
本
図
は
中
世
と
近
世
の
吉
崎
を
比
較
し

た
絵
図
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
図
以
外
の
吉
崎
御

坊
絵
図
は
、
蓮
知
時
代
の
中
世
の
吉
崎
を
描
く
こ
と
に
専

念
し
て
お
り
、
こ
の
点
が
本
図
の
大
き
な
特
色
と
な
っ
て

い
る
。 

                 

一
方
、
も
う
一
幅
の
絵
図
は
他
の
吉
崎
絵
図
に
は
み
る

こ
と
の
で
き
な
い
独
自
の
構
図
を
も
っ
て
お
り
結
論
か
ら

先
に
言
え
ば
、
参
詣
曼
荼
羅
に
類
似
し
た
も
の
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
図
を
仮
に
「
吉
崎
御
坊
参
詣
絵
図
」（
カ

ラ
ー
図
版
）

と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
浄
土
真
宗
に
お
い
て

も
、
参
詣
曼
荼
羅
様
の
絵
図
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

４ 

「蓮
如
上
人
絵
伝
」 

本
覚
坊
蔵 

５ 

「
吉
崎
御
坊
絵
図
」 

本
覚
坊
蔵 

６ 

本
覚
坊
蔵
吉
崎
御
坊
絵
図
の
文
字
注
記 



            

本
図
に
は
参
詣
曼
荼
羅
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
雲
烟
の

技
法
が
用
い
ら
れ
、
全
体
を
三
分
割
す
る
構
図
が
と
ら
れ

て
い
る
。
上
段
に
は
吉
崎
の
本
坊
に
参
詣
す
る
人
々
が
描

か
れ
、
堂
内
に
は
蓮
如
と
門
弟
た
ち
、
堂
外
に
は
信
徒
の

人
々
の
姿
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
人
物
配
置
に
お
い
て
も
、
堂
内
は
僧
侶
、
堂
外
は

武
士
や
婦
女
子
と
い
う
聖
俗
の
描
き
分
け
が
明
瞭
に
認
め

ら
れ
る
。 

そ
し
て
、
中
段
に
は
中
世
の
吉
崎
御
坊
の
全
容
が
鳥
瞰

図
風
に
描
か
れ
て
い
る
。
中
段
に
も
四
ヶ
所
に
雲
烟
が
た

な
び
い
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
中
途
で
途
切
れ
て
お
り
、

上
段
と
中
段
と
の
境
の
雲
烟
の
よ
う
に
端
か
ら
端
ま
で
延 

            

び
て
画
面
を
区
切
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
中
段
の
描
写
の
部
分
は
他
の
吉
崎
御
坊

絵
図
と
類
似
し
て
い
る
が
、
松
の
描
写
が
書
き
加
え
ら
れ

た
り
、
あ
る
い
は
抹
消
さ
れ
た
り
と
、
後
世
に
手
を
加
え

ら
れ
た
切
り
貼
り
の
跡
が
一
部
に
存
在
す
る
。 

さ
て
、
下
段
の
存
在
が
本
図
の
最
大
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点

で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
右
側
が
鹿
島
の
森
か
ら
塩
屋
、

浜
坂
へ
と
続
く
海
岸
砂
丘
の
描
写
で
あ
り
、
北
潟
湖
を
隔

て
て
左
側
は
近
世
の
吉
崎
山
の
描
写
と
な
っ
て
い
る
。
山

上
に
は
姫
松
と
御
腰
掛
石
（
蓮
如
が
座
っ
て
鹿
島
（
写
真
７
）

や
日
本
海
を
眺
め
た
と
い
わ
れ
る
）
が
残
る
の
み
で
何
ら

建
造
物
は
み
ら
れ
な
い
。 

先
述
の
よ
う
に
、
近
世
に
入
り
東
西
本
願
寺
が
吉
崎
山

上
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
、
結
局
は
両
寺
と
も
に

山
麓
に
寺
院
を
建
立
し
、
山
上
は
利
用
さ
れ
な
い
ま
ま
現

在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
上
・
中
段
に
は
中
世
の
吉
崎
御
坊
を
描

き
、
下
段
に
は
近
世
の
吉
崎
山
を
描
い
て
、
中
世
と
近
世

の
景
観
を
一
幅
の
絵
図
中
に
対
比
さ
せ
る
と
い
う
構
図
は

ま
こ
と
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
り
、
私
見
の
限
り
で
は

他
に
例
を
み
な
い
珍
し
い
絵
図
で
あ
る
。 

              

「
吉
崎
御
坊
参
詣
絵
図
」
本
覚
坊
蔵 

７ 吉崎から眺めた鹿島 



縁
起
絵
と
参
詣
絵
図 

以
上
紹
介
し
た
吉
崎
絵
図
は
、
前
述
の
よ
う
に
蓮
如
上

人
絵
伝
と
対
に
な
っ
て
公
開
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
先
に

触
れ
た
蓮
如
火
難
之
図
も
吉
崎
御
坊
絵
図
と
一
対
の
も
の

で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
つ
ま
り
、
縁
起
絵
な
い
し
祖

師
絵
伝
的
内
容
の
絵
図
（
注
10
）

と
、
参
詣
絵
図
が
一
対
と

し
て
扱
わ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ

れ
る
。 

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
先
日
絵
解
き
研
究
会
の

夏
期
調
査
で
訪
れ
た
愛
知
県
知
多
半
島
の
野
間
大
坊
（
大

御
堂
寺
）
で
現
在
も
行
な
わ
れ
て
い
る
絵
解
き
で
あ
る
。

野
間
の
地
は
平
治
の
乱
で
敗
走
し
た
源
義
朝
が
暗
殺
さ
れ

た
終
焉
の
場
で
あ
り
、
義
朝
の
最
期
の
場
の
光
景
を
描
い

た
絵
図
と
、
そ
の
子
頼
朝
に
よ
っ
て
再
建
な
っ
た
大
御
堂

寺
の
伽
藍
絵
図
の
二
幅
が
客
殿
内
に
並
べ
て
掛
け
ら
れ
て

お
り
、
住
職
の
水
野
隆
圓
師
に
よ
っ
て
絵
解
き
が
行
な
わ

れ
て
い
る
（
注
11
）
。 

こ
の
例
の
よ
う
に
、
縁
起
絵
な
い
し
絵
伝
と
、
参
詣
絵

図
が
対
と
な
っ
て
活
用
さ
れ
て
い
た
事
例
は
意
外
に
少
な

く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
な
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な

っ
て
こ
よ
う
が
、
那
智
参
詣
曼
荼
羅
と
観
心
十
界
図
も
ま

た
、
一
対
の
絵
図
で
あ
っ
た
。
今
後
、
我
々
は
こ
の
よ
う

な
事
例
の
比
較
検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。 

以
上
、
吉
崎
御
坊
絵
図
を
例
に
と
っ
て
、
参
詣
曼
荼
羅

の
周
縁
に
位
置
す
る
絵
図
に
関
し
て
論
じ
て
み
た
。
参
詣

曼
荼
羅
自
体
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
合
わ
せ
て
百
点
程
度
し

か
存
在
が
判
明
し
て
い
な
い
が
、
参
詣
曼
荼
羅
に
類
似
し

た
絵
図
を
含
め
れ
ば
何
倍
も
の
量
に
な
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
。
今
後
の
絵
画
史
料
研
究
を
よ
り
実
り
あ
る
も
の
に

発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、
参
詣
曼
荼
羅
様
の
絵
図
の

調
査
・
探
索
が
一
層
必
要
と
な
ろ
う
。 

（
い
わ
は
な
み
ち
あ
き/

人
文
地
理
学
） 

＊
写
真
は
い
ず
れ
も
一
九
八
八
年
七
月
、
筆
者
撮
影 

               

  

注 （
１
） 

難
波
田
徹
「
社
寺
参
詣
曼
荼
羅
図
に
つ
い
て
」『
芸 

能
史
研
究
』
二
七
、
一
九
六
九
年
。 

（
２
） 

川
村
知
行
「
参
詣
曼
荼
羅
」
『
日
本
美
術
史
事
典
』 

平
凡
社
、
一
九
八
七
年
。 

（
３
） 

西
山
克
「
聖
地
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」（
葛
川
絵
図
研 

究
会
編
、『
絵
図
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー 

下
巻
』
地
人 

書
房
、
近
刊
）
。 

（
４
） 

辻
川
達
雄
『
蓮
如
―
吉
崎
布
教
』
誠
文
堂
新
光
社
、 

一
九
八
四
年
。
ま
た
、
吉
崎
御
坊
に
関
す
る
蓮
如 

自
身
の
コ
メ
ン
ト
は
そ
の
書
簡
集
で
あ
る
「
御
ふ 

み
」
の
中
に
散
見
す
る(

出
雲
路
修
校
注
『
御
ふ
み
』 

平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
七
八
年)

。 

（
５
） 

『
日
本
歴
史
地
名
大
系
十
八 

福
井
県
の
地
名
』 

平
凡
社
、
一
九
八
一
年
。 

（
６
） 

土
屋
久
雄
『
古
図
か
ら
み
た
吉
崎
御
坊
跡
』
金
津 

町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
六
年
。 

金
井
年
「
吉
崎
に
お
け
る
中
世
的
景
観
と
近
世
的 

景
観
―
絵
図
を
通
し
て
み
た
―
」『
歴
史
地
理
学
紀 

要
』
二
六
、
一
九
八
四
年
。 

草
野
顕
之
「
粟
津
家
記
録
―
吉
崎
御
坊
絵
図
―
」 

『
大
谷
大
学
図
書
館
報
』
八
、
一
九
八
八
年
。 



（
７
） 

た
と
え
ば
、
文
化
六
年
刊
の
『
二
十
四
輩
順
拝
図 

会
』
所
収
の
吉
崎
山
の
図
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き 

る(
林
英
夫
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
一
八
』
角
川 

書
店
、
一
九
八
〇
年
）
。
相
論
絵
図
が
お
お
む
ね
平 

面
図
で
あ
る
の
に
対
し
、
名
所
図
は
鳥
瞰
図
の
ス 

タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
が
多
い
。 

（
８
） 

前
掲
注
４
参
照
。
同
書
の
表
カ
バ
ー
に
は
本
図
の 

カ
ラ
ー
写
真
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
カ
バ
ー
の
裏 

に
こ
の
解
説
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
図 

の
カ
ラ
ー
写
真
は
『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史 

二
六 

一
向
一
揆
と
石
山
合
戦
』
朝
日
新
聞
社
、 

一
九
八
六
年
、
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。 

（
９
） 

前
掲
注
４
お
よ
び
６
参
照
。 

（
１０
） 

松
尾
剛
次
『
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
』
古
川
弘
文
館
、 

一
九
八
八
年
、
に
よ
れ
ば
、
祖
師
絵
伝
は
神
話
化 

し
た
祖
師
信
仰
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、 

「
蓮
如
火
難
之
図
」
の
場
合
も
描
か
れ
た
内
容
は
、 

伝
説
的
な
も
の
で
、
事
実
か
ど
う
か
は
疑
問
と
さ 

れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
作
成
年
代
も
、
従
来 

の
文
明
年
間
説
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
さ
ら
に 

言
え
ば
吉
崎
御
坊
絵
図
も
、
参
詣
曼
荼
羅
に
過
去 

の
盛
時
の
景
観
を
描
い
た
も
の
が
み
ら
れ
る
の
と 

同
様
に
、
蓮
如
当
時
の
作
成
か
ど
う
か
を
再
検
討 

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

（
１１
） 

林
雅
彦
・
犬
飼
隆
「
尾
陽
知
多
郡
大
御
堂
寺
絵
解
」 

（
林
雅
彦
・
徳
田
和
夫
編
『
絵
解
き
台
本
集
』
三 

弥
井
書
店
、
一
九
八
三
年)

。 

 


