
中

世

に

於

け

る

当

麻

曼

荼

羅

と

庶

民

信

仰

中

村

勝

博

奈
良
時
代
の
南
都
六
宗
は
勿
論

、
平
安
時
代
の
真
言
宗
、
天
台

宗

に
於
て
も
仏
教
の
対
象
は
貴
族
で
あ
つ
て
、

冖
般
庶
民
と
の
間

に

は
大
き
な
溝
を
持
ち
別
世
界
の
も
の
で
殆
ん
ど
無
縁

の
も
の
に

等

し
か

つ
た
。
尤
も
行
基
や
空
也
上
人
の
如
く
庶
民
の
中
に
弘
通

す

る
僧
も
出
た
が
.
彼
ら
と
て
諸
宗
研
学
の
傍
ら
の
浄
土
願
生
者

で

あ

つ
た
事
は
庶

民

へ
の
流
通
の
上
に
大
き
な
障
害
に
こ
そ
な
れ

利
益
に
は
な
ら
な
か

つ
た
。
仏
教
が
庶
民
の
中
に
浸
誘
し
て
い
つ

た
の
は
法
然

の
浄
土
宗

、
親
鸞

の
浄
土
真
宗
等

の
闘
宗
を
待

た
ね

ば

な
ら
な
い
。
又
庶
民
信
仰
を
示
す
遺
物

と
し
て
は
最
近
大
修
理

の
際
奈
良
の
元
興
寺
極
楽
房
に
於
て
発
見
さ
れ
た
多
数
の
板
絵

、

印
仏

、
写
経

、
箏
塔
婆

、
五
輪
塔
等
も
最
も
広
く
注
目
さ
れ
て

い

る
。当

麻
寺

は
中
世
以
降
阿
弥
陀
.浄
土
の
様
を
織
成

し
た
蓮
糸
蕗
荼

羅
信
仰
を
中
心
と
し
て
発
展
を
と
げ
て
来
た
寺

で
あ
る
。
故

に

一

般
庶
民
の
信
仰
も
厚
か

つ
た
こ
と
が
充

分
想
像
さ
れ
る
。
果

し
て

今
時
の
大
修
理
に
際

し
、
内
法
長
押

の
中
や

、
中

二
階

の
床

、
更

に
床
下
か
ら
巡
礼
者
の
納
礼

、
納
骨
五

輪
塔

、
納
骨
竹
篇
等
が
多

数
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
が

い
ず
れ
も
当
麻
萵
荼
羅
の

庶

民
信
仰
を
示
す
極
め
て
貴
重
な
資
料

と
云
わ
ね
ば

な
ら
な
い
の

で

。
更
に
こ
れ
ら
を

「
応
整
理
し
て
考
察
を
加
え
て
見
た
。

今
此
処
で
発
見
さ
れ
た
塔
の
西
鬮
三
+
三
所
の
巡

礼
納
札
、
丑

輪
塔

、
納
骨
等

に

つ
い
て
触
れ

、
更

に
は
良
鎮
の
名
媛
供
養
、
及

び
今
尚
毎
年
行
わ
れ
て

い
る
練
供
養
に
付
き
述

べ
る
こ
と
に
す
る
。

ラ一

西
国
三
+
三
所

巡
礼
納
礼

ぐ
那
智
山

.
長
谷
寺

、
清
水
寺
等
の
西

園
三
+
三
所
の
觀
音
霊
所
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︒



尸巡
礼
す
る
こ
と
け
、
既
.に
古
く
平
安
時
代
中
頃
に
始
ま

つ
た
と
云

わ
れ
、
早
く
は
花
山
天
皇
、
中
世
で
は
白
河
鳥
羽

、
後
白
河
、
後

鳥

羽
天
皇
等
を
始
め
、
多
数
の
巡
礼
者
が
あ

つ
た
。

そ
の
巡
礼
者
の
中
に
は
五
番
藤
井
寺

か
ら
六
番
壺
坂
寺

へ
向
う

途
次

.
こ
の
当
麻
寺
に
立
寄

つ
て
、
葛
荼
羅
を
拝
ん
だ
数
も
少
く

な

か
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
度
の
修
理
に
あ
た
り
、
室
町
時
代

中
期
以
降
の
巡
礼
者
の
納
札

が
多
数
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ

を
証

し
又
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
礼
所
と
な
つ
て

い
る
寺

に
於
て
も
、
中
世
の
巡
礼
札
の
実
物
が
残

っ
て

い
る
所
は
ほ
と
ん

ど
無

い
と
云

っ
て
も
良

い
位
で
あ
る
の
で
、
こ
の
巡
礼
札

は
貴
重

な
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
発
見
さ
れ
た
場
所

は
、
北
中
二
階

、

外
陣
の
内
法
長
押
の
中

、
更
に
床
下
等

で
、
年
代
的
に
は
室
町
中

期

の
明
応
、
永
正
の
頃

と
江
戸
時
代
の
貞

享
、
元
禄

の
頃
に
殆
ん

ど
集
中
さ
れ
て
い
る
。
伍
代
の
判
明

し
て
い
る
も
の
を
分
類
す
る

と
次
の
如
く
で
あ
る
。
総
数
は
鉦
代
の
判
明

し
て
い
る
も
の
約
二

百
六
+
枚
、
年
代
記
載

な
い
も
の
、
及
び
不
明
の
も
の
が
約
二
百

枚

で
あ
る
。

撮
て
こ
の
巡
礼
札
は
享
保
七
年
同
八
年

の
も
の
を
除

き

、
薄

い

桧

か

杉

の
板

に

墨

書

さ

れ

て

お

り

、
長

さ

は

四

寸

か

ら

六

寸

の

も

の
が

多

く

、

ど

の

板

に
も

皆

打

付

け

た

釘

跡

が

あ

る

の

で

、

も

と

は

ど

こ

か

へ
打

ち

付

け

で

い

た

こ

と
が

知

ら

れ

る

。
又

享

保

七

年

と

八

年

の

も

の

は

何

れ

も

紙

に

墨

書

し

た

も

の

で

こ

れ

は

天

井

板

の
割

目

を

塞

ぐ

た

め

に

張

付

け

た

の

で

残

つ

た

も

の

で

あ

る

。

永

正

八

年

の

も

の

で

一
枚

銅
、板

に
陰

刻

し
た

も

の

が

あ

る

が

.

こ

れ

は

西

国

の

み

な

ら

ず

東

国

六

+

六

ケ

所

を

巡

礼

し

た

も

の

で

あ

る

。

巡

礼

者

の

範

囲

も

遠

く

は
越

前

、
越

後

、
武

蔵

、

土

佐

、
肥

前

に

及

ん

で

お

り

、

又

記

さ

れ

て

い

る

名

前

を

見

て

も

姓

の

な

い
も

の

が

多

く

、
百

姓

等
.の
身

分

の

低

い
も

の

が

大

部

分

で

、
多

く

は

数

人

が

一
団

と

な

つ
て

巡

礼

し
て

い
る

。

ラ
ロ

ニ

納

骨

五

輪

塔

、

納

畳

竹

筒

等

　

現

在

で

も

大

和

地

方

で

は

故

人

の
霊

を

弔

・・
だ

め

、
当

麻

寺

に

納

骨

を

す

る

な
ら

わ

し
が

あ

る

。

こ

の

風

習

は

今

に

始

つ
た

も

の

で

は

な

く

、

既

に
室

町

時

代

か

ら

盛

に

行

わ

れ

て

い

た

こ
と

は

・

至

徳

、

天

文

の

銘

の

あ

る

も

の

を

始

め

と

す

る

納

骨

五

輪

塔

や

、

簡

単

な

も

の

で

は

竹

の

筒

に

分

骨

を

入

れ

て

封

を

し

た

も

の

ガ

更
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に
納
骨
で
は
な
い
が
木
製
小
型
五
輪
塔
或

は
等
塔
婆
等
も
多

く
発

見

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

つ
て
も
わ
か
る
。
そ
の
う
ち
至
徳
三
奪

の
墨
書

の
あ
る
五
輪
塔
は
内
随
来
迎
柱

の
埋
木
の
中
か
ら
発
見
さ

れ
、
そ
の
他
の
も
の
は
中
二
階
や
長
押

の
中
か
ら
発
見
さ
れ
て

い

る

。葛
荼
羅
堂
の
床
下
の
束
石
を
堀
起
さ
れ
た
際
、
束
石
の
下
か
ら

骨

片
の
出
て
来

た
所
が
多
か

つ
た
。
こ

れ
等
の
束
石
は
殆
ん
ど
室

町
時
代
中
期
の
長
享

二
年
の
大
修
理
の
際

に
据

え
ら
れ
た
ま
ま
の

も

の
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、
束
石

の
下

に
納
骨
を

し
た
の
も
そ
の

同
時
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
故
人
の
毛
髣
を
束

ね
白
紙
で

包

ん
だ
も
の
も
、
北
中
二
階
か
ら
出
て

い
る
。
こ
れ
等
は
何
れ
も

故

人
が
西
方
浄
土

へ
迎
え
ら
れ
る
様

、
蔓
荼
羅
堂
に
納
め
た
も
の

で
あ
る
。
更
に
写
経
を
奉
納
し
た
も
の
も
多
少
あ
り
、
主
と
し
て

緜

子
の
床
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
他
観
音
経
が
多
く
、
仏
説

称

讚
浄
土
仏
摂
受
経
も
あ
り
、
又
単
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
繰
返

し

写

し
た
も
の
等
も
あ
る
.
中

に
は
元
摂
十
二
年
、
宝
永
五
年
、
享

保

十
三
年
の
伍
号

を
記

し
た
も
の
も
含
ま
れ
て

い
る
。
併

し
他
の

も

の
も
そ
う
古

い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
か

つ
た
。

　三

融
通
念
仏
縁
起

と
当
麻
寺

蕊
荼
羅
堂

　
融
通
念
仏
縁
起
を
見

る
と
良
鎮
が
勧
進
し
て
融
通
念
仏
の
絵
百

余
太
を
造
り
、
全
国
に
配
布

し
て
上
下
貴
族
を
と
わ
ず

、
広
く
人

々
に
す
す

め
て
名
帳
を
造
り
、
当
麻
寺

の
瑠
璃
壇
に
奉
納

し
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
云
う
当
麻
寺

の
瑠
璃
壇
と
は
、
蔀
荼
羅

堂
の
須
弥
壇
の
こ
と
で
あ
る
が

、
須

弥
壇
の
下

へ
収
め
る
こ
と
は

考
え
ら
れ
な

い
。
故

に
厨
子
の
床

の
中

に
収

め
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る

。
然

し
実
際
に
は
厨
子

の
床

に
ほ

江
戸
時
代
の
写
経
の
他

に
名

帳
の
よ
う
な
も
の
は
な
か

つ
た
が

、
然

し
今
度
小
屋
組

の
中
か
ら

台
座
の
断
片
と
共

に
、
応
永

三
+
二
年
の
銘
の
あ
る
名
帳
残
簡
が

発
見
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
短

い
断

片
で
前
後
が
切
ら
れ
、
良
鎮

の
名
帳
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
証
は

な
い
が
、
恐
ら
く
同
種
の
も

の
と
思

わ
れ
る
。
融
通
念
仏

に
見
る
年

代
は
、
応
永
二
+

刷
年
で

発
見
さ
れ
た
名
帳
と
+
年
の
差
が

あ
る
が

、
こ
の
よ
う
な
結
縁
は

永

い
年
月
続
け
ら
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う

か
ら
、
そ
の
程
度
の
差
が

あ

つ
て
も
差
支
え
な
い
と
患
う
。

又
小
屋
か
ら
多
数
の
仏
像
の
板
光
背

、
台
座
の
断
片
が
発
見
さ

れ
て

い
る
。
光
背

は
立
像
用

、
坐
像
用
等
断
片
を
含

め
て
七
三
枚
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台
座
は
蓮
肉

一
四
、
枢
及
反
花
、
受
花
等
二
五
箇

あ
り
、
光
背

の

中

に
は
鮮
か
な
文
樸
の
残

つ
て
い
る
も
の
も
か
な
り
あ
る
。
何
れ

も

ほ
ぼ
平
安
時
代
後
期
の
も
の
と
認

め
ら
れ
て

い
る
。
所
が
仏
像

の
本
体
は
な
く
宀
現
在
寺
に
祀
ら
れ
て

い
る
仏
像

の
数
も
余
り
多

く

な
い
の
で
、
一
体
発
見
光
背
や
台
座
等
を
持

つ
て
い
だ
仏
像
は

ど
う
な

つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
こ
の
光
背
や

台
座
を
小
屋
組
に
入
れ
た
の
は
、
前
記
応
永
三
+
二
年
の
名
帳
が

台

坐
の
下
か
ら
発
見
さ
れ
た
か
ら

、
そ
れ
よ
り
古

い
事
の
な
い
は

ず

で
あ
る
。
恐
ら
く
室
町
中
期
頃

で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
の
で
あ

る
が

、
こ
の
よ
う
に
何
故
多
数
の
光
背
台
坐
が
不
要
と
な

つ
て
廃

棄

さ
れ
た
か
と
云
う
こ
と
は
今
後
に
残
さ
れ
る
大
き
な
問
題
で
あ

ろ

う
。

鴎

練
供
養

に

つ
い
て

ぐ
毎
驫
五
月
十
四
日
に
は
、
二
十
五
菩
薩
来
迎
の
様
を
現
わ
し
た

練

供
養
が
行
わ
れ
、
そ
の
日
は
近
在
は
勿
論

、
か
な
り
遠
方
か
ら

も
多
数

の
参
詣
者
が
あ
り
寺
院
境
内
は
人
で
埋
ま
る
。

こ
の
練
供
養
は
醜
衆
来
迎
練
供
養
会
式

と
呼
ば
れ
、
蕗
荼
羅
堂

か

ら
金
堂

、
講
堂
の
闇
を
通

つ
て
娑
婆
堂
迄
長

い
橋
を
掛
け

.
そ

の
上
を
二
+
五
菩

薩
の
面
を
か

ぶ
り

、
仏
の
姿

と
な
り
、
衣
裳
と

如
来
を
付

け
た
行
列
が
娑
婆
堂
ま
で

、
中
将
姫
を
迎
え
に
行
き
、

眼
前

で
実
際
に
来
迎
の
有
様
を
立
体

的
に
人

々
に
見
せ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
も

と
は
迎
講

と
呼
ば

れ
た
も
の
で
、
恵
心
僧
都
が

始

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
当
時
当
麻
寺
の
曼
荼
羅
に
帰
依

し
、

二
+
五
菩
薩
の
面
と
装
束

を
寄
進
し
た
も
の
と
伝
え
ち
れ
て

い
る

。

尤
も
実
際

に
何
時
創
め
ら
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
が

、
室
町
時
代
に

既
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
ど
は
確
実
な

史
料
が
あ
る
。
又
最
も
関
係

の
深

い
来
迎
思
想
に
於
て
も
平
贋
末

期
或

は
鱗
倉
時
代
に
作
成
さ

れ
た
来
迎
図
が
数
多
く
現
存
す
る
こ
と
は
、
来
迎
思
想
が
当
時
相

当

盛
大
な
発
展
を
と
げ
て

い
た
事
を
知
る
事
が
出
来
る
と
共
に
当

麻
寺
の
練
供
養
が
遅
く
と
も
鱗
倉
時

代
か
ら
行
わ
れ
て

い
た
で
あ

ろ
う
。
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