
当

麻

曼

荼

羅

の

研

究

ー

特

に
中

将
姫

の
縁

起

に

つ

い
て
1

仏

教

文

化
専

攻

井

上

大

昂

当
麻
曼
荼
羅
の
原
本
は
奈
良
県
北
葛
城
郡
当
麻
村
大
字
当
麻
の

当
麻
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
て
、
浄
土
宗

の
正
依

の
経
典
と
す
る
三

部
経
の
中
の

一
つ
観
経
を
も
と
に
極
楽
浄
土
を
表
わ
そ
う
と
し
た

阿

彌
陀
浄
土
変
相
図
で
あ

る
o
こ
れ
と
他
の
智
光
曼
荼
羅
、
清
海

曼

荼
羅
を
合
わ
せ
て
浄
土

の
三
曼
荼
羅
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
も
こ
の
当
麻
曼
荼
羅
は
最
も
古
く
且

つ
最
も
規
模
の
広
大

な
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
平
時
代
の
こ
の
曼
荼
羅

が
鎌
倉
時
代
に
至

つ
て
初
め
て
飛
躍
的
に
庶
民
の
信
仰

の
対
象
と

さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
模
本
も
数
多
く
造
ら
れ
る
よ
う
に
な

つ
た
o
そ
の
原
因
と
し

て
は
、
こ
の
時
代
か
ら

の
新
興
浄
土
宗

の

展

開
に
ょ
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
宗

の
僧
達
に
ょ
つ
て
こ
の
曼

荼
羅

の
価
値
が
再
発
見
さ
れ
、
浄
土
信
仰
鼓
吹
に
役
立
た
せ
た
と

思
わ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
こ
の
曼
荼
羅
が
中
将
姫
の
織
成
し
た
蓮
糸

曼
荼
羅

で
あ
る
と
い
う
中
将
姫
縁
起
の
成
立
に
よ
る
も
の
等
が
考

え
り
れ
る
。

こ
の
中
で
特
に
重
要
と
思

わ
れ
る

の
が
当
麻
曼
荼
羅

創
造
に
ま
つ
わ
る
中
将
姫
縁
起
の
存
在

で
あ
る
。
今
こ
の
中
将
姫

の
縁
起
だ
け
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
最
初
か
ら
縁
起

の
起
因
と

な
る
も
の
が

一
つ
の
固
定
し
た
す
が
た

で
は
な
か

つ
た
◎
そ
れ
は

初
期

の
も
の
か
ら
後
世

へ
と
発
展
し

て
い
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ

る
o
そ
し
て
そ
の
展
開

の
中
に
浄
土
教
と
の
結
び

つ
き
が
は
っ
き

り
と
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
o

さ
て
、
こ
の
中
将
姫
縁
起
が
当
麻
曼

荼
羅

の
成
立
に
ま

つ
わ
る

縁
起
で
あ
る
以
上
は
、
や
は
り
当
麻
曼

茶
羅

の
成
立
に
関
す
る
は

つ
き
り
し
た
資
料
が
必
要
と
な

つ
て
来

る
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ

が
現
在
に
誇
い
て
も
ま
だ
、
確
乎
た
る
史
実
は
究
明
さ
れ
て
い
な

い
o
そ
れ
は
当
麻
曼
荼
羅
成
立
に
関
す

る
資
料
が
鎌
倉
時
代
に
至

ら
な
い
と
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、

そ
の
資
料
も
ま
ち
ま
ち
だ

か
ら
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代

の
諸
文
献
か
ら
、
当
麻
曼
荼
羅
が
天
平

宝
字
七
年
六
月
廿
三
日
に
化
人
が
来
現

し
て
、
当
寺
の
創
建
者
麻

呂
子
親

王
の
夫
人
と
共
に

一
夜
に
し
て
織
成
さ
れ
た
も

の
だ
と
い

う
こ
と
を
事
実
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
数
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百
年
ば
か
り

の
闘
、
全
く
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま

つ
た
こ
と
に
な
る
○

し
か
し
、
天
平
時
代
は
善
導
大
師
の
影
響
等
も
あ

つ
て
丶
浄
土
教

の
展
開
は
す
こ
ぶ
る
活
発
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
も
不
思
議
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
○

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
佐
和
隆
研
氏
は

「
常
識
的

に
考
え
る
な
ら
ば
、
東
台
両
密
教
の
流
行
に
よ
つ
て
、
当
麻
曼
荼

羅
に
対
す
る
関
心
が

薄
く
な

つ
て
了
い
、
世
蘭
か
ら
忘
れ
去
ら
れ

て
了

つ
た
状
態
に
な
つ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
」

(
仏
教
芸
術

四
十
五
号
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
に
入
る
ま

で
の
数
百
年
間
、
な
ん
と
も
い
い
が
た
い
の
で
あ
る
○

さ
て
、
当
麻
晏
蔡
羅
仭
成
立
に
関
す
る
初
期
の
文
献
が
藤

原
時

代
か
ら
鎌
倉
蒔
代
に
掛
け
て
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
諸
寺
縁
起
集
で

～

長
和
、
寛
仁
の
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
そ

の
中
に
二
説
を
あ
げ

て
い
る
〇

一
つ
は
、
天
平
宝
字
七
年
六
月
廿
三
日
夜
、
化
人
が
表

わ
れ
、
麻
呂
子
親

王
の
夫
入
と
共
に

一
夜
に
し

て
、
蓮
糸
で
変
相

を
織

つ
た
と
い
う
も
の
で
、
も
う

一
耕
は
当
時

の
寺

僧
の
話
を
あ

げ
て
、
織
仏
の
事
に
?
い
て
.は
確
か
な
日
記
が
な
か
つ
た
が
し
か

し
、
ま
だ
こ
の
曼
荼
羅
の
下
が
破
れ
メ
い
な
い
時
、
天
平
宝
字
八

年
と
い
う
号
が
織
付
け
て
あ
り
、
そ
の
頃

ヨ
コ

ハ
ギ
大
納
言
と
い

う
人
の
息
女
が
曼
茶
羅
を
写
そ
う
と
願
を
起
し
、
思
い
過
ぐ
る
問
、

一
人

の
化
人
が
来

て

一
夜
に
し
て
織

つ
て
消
去

つ
た
と
い
う
こ
.と

を
載
せ
て
い
る
・

次
ぎ
に
関
係
し
て
来
る
の
が
嘉
応
、
建
永
の
頃

の
も

の
と
い
わ

れ
る
鎌
倉
光
明
寺
蔵
の
当
麻
曼
荼
羅
縁
起
で
あ
る
○

こ
れ
は
絵
を

挾
ん
だ
、
絵
物
語
形
式
に
な
つ
て
齢
り
、
そ

の
内
容
は
、
大
炊
天

皇
の
時
代
に
よ
こ
は
ぎ
の
於
と
ど
と

い
う
人

の
む
す
め
が
あ
り
、

深
く
仏
の
道
を
求
め
、
称
讃
浄
土
経

一
千
巻
を
書
い
て
当
麻
寺
に

納
め
た
○
そ

の
後
天
平
宝
字
七
年
六
月
十
五
日
尼
ど
な
.り
、
我
生

身

の
如
来
を
拝
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
、

寺
門
を
出
な
い
と

誓
願
し
、
七
日
間

一
心
の
誠
を
こ
ら

し
た
と
こ
ろ
六
月
廿
日

一
人

の
比
丘
尼
来
り
蓮
の
華
百
駄
を
集

め
よ
と
い
う
の
で
近
江

の
国

の

課
役
に
集
め
さ
せ
た
o
化
尼
は
蓮

の
莖
を
折

つ
て
糸
を
出
し
、
井

戸
を
堀
つ
て
、
五
色

の
色
に
染
め
た
○
そ
こ

へ
廿

三
日
の
夜
化
女

一
人
現
わ
れ
、
わ
ら
こ
把
を
油
二
升
に
ひ
た
し
燈
火
と
し
て
、
戌

の
時
よ
り
寅
の
時
に
及
ん
で
織
成
し
、

一
丈
五
尺

の
曼
荼
羅

一
つ

を
節

の
な
い
竹
を
軸
と
し

て
掛
け
奉
り

、
化
尼
は
西
方
極
楽
の
教

主
、
阿
彌
陀
如
来
で
、
織
女
は
我
が
左

脇
の
弟
子
観
音
で
あ
る
と
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い

つ
て
西
を
指
し
て
去
つ
て
い
つ
た
と
い
う
の
で
あ
る
o

以
上
諸
寺
縁
起
集

の
縁
起
と
光
明
寺
蔵

の
縁
起
の
関
係
を
想
像

し

て
み
る
と
、
共
に
二
人
が
関
係
し

て
織
る
説
は
諸
寺
縁
起
集

の

初

め
の
縁
起
を
用
い
、
中
心
人
物
を
本
願
と
す
る
扱
い
方
は
二
甜

目

の
縁
起
を
取

つ
て
い
て
、
化
女
が
現
わ
れ
て
来
る
の
は
光
明
寺

蔵

の
縁
起
に
初
め
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
○
こ
の
よ
う
に
見
る
と

こ

の
光
明
寺
蔵

の
縁
起
に
至

つ
て

一
応
の
縁
起
の
形
が
出
来
上
つ

た

よ
う
に
思
え
る
o
と
こ
ろ
が
、
実
際
、
当
麻
曼
荼
羅
図
の
下
縁

の
九
品
の
中
央
に
は
縁
起
文
が
書
か
れ
て
あ
り
、
天
平
時
代
か
ら

あ

る
も
の
と
す
れ
ば
こ
の
縁
起
文
が

一
番
根
本
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
残
念
な
こ
と
に
こ
れ
は
後
世
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
甜
が
確
定
的

で
あ
る
の
で
賜
題
と
な
ら
な
い

の
で
あ
る
o

で
も

こ
の
縁
起
文

の
内
容
は
光
明
寺
蔵
の
縁
起
と
全

く

一
致
す
る
の
で
、
光
明
寺
蔵

の
縁
起
が
出
来
た
後
、
誰
か
が
そ

れ
に
基
づ
い
て
書
き
込
ん
だ
も

の
と
思
わ
れ
る
が
、
又
逆
の
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
○
縁
起
段

の
縁
起
文
が
先
に
作
ら
れ
、
書
き
込
ま

れ

て
後
、
そ
れ
を
頼

つ
て
文
学
的
に
縁
起
絵
巻
を
作
り
あ
げ
た
も

の

で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
○
い
ず
れ
に
せ
よ
、
縁
起
段
の

縁
起
文
や
光
明
寺
蔵

の
縁
起
が
何
に
ょ

つ
て
書
か
れ
た
も
の
か
知

る
余
地
が
な
い
○
そ

の
根
本
に
な
る
文
献
か
、
あ
る
い
は
は
つ
き

り
し
た
口
伝
が
あ
つ
て
の
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
先
に
述
べ
だ
諸
寺

縁
起
集
ポ
・こ
う
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
大
き
な
原
因
と
も
な
る
べ

き
縁
起
と
し

て
注
意
さ
れ
て
も
よ
い
o

さ
て
、
次
に
光
明
寺
蔵

の
縁
起
と
内

容
を
全
く
同
じ
く
す
る
も

の
に
上
宮
太
子
拾
遺
記
オ
三
に
み
ら
れ

る
嘉
碵
縁
起
と
諸
寺
縁
起

集
に
文
暦
の
頃
書

か

れ

た
極
楽
変
相
曼
荼
羅
の
事
と
い
う
の
が

あ
る
○
ど
ち
ら
も
筋
書
は
同
じ
で
光
明
寺
蔵
の
縁
起
の
大
意
を
ま

と
め
あ
げ
た
形
で
あ
る
。
又
嘉
藾
三
年
に
至
る
と
し
て
書
か
れ
た

嘉
頑
縁
起
よ
り
十
七
年
下
つ
た
建
長
六
年
に
み
ら
れ
る
古
今
著
聞

集

の
当
麻

の
線

起
も
こ
れ
ま
で
上
げ
た
資
料

の
よ
せ
あ
つ
め
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
○
と
こ
ろ
で
、
当
麻
曼

荼
羅
注

(貞
応
二
年
)
に

の
せ
る
縁
起
段

の
縁
起
文
に
は
中
将
局

の
願
に
依
つ
て
と
は

つ
き

り
後
世
に
語
ら
れ
る
中
将
姫
縁
起

の
中
将
と
い
う
言
葉
が
表
わ
れ

て
来
る
○
し
か
し
貞
応
二
年
よ
り
以
後

の
嘉
頑
縁
起
と
か
古
今
著

聞
集
、
文
暦
に
書
き
加
え
ら
れ
た
縁
起
等
に
は
中
将
と
い
う
言
葉

で
な
く
、
約
半
世
紀
前
に
現
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
光
明
寺
蔵
の
縁
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起
や
諸
寺
縁
起
集
に
表
わ
れ
て
来
る

「
大
納
言
横
佩
郷
息
女
」

「

よ
こ
は
ぎ
め
、澄
,と
ど
」
を
用
い
て
い
る
○
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ

中
将
嬬
縁
超
と
い
わ
れ
て
縁
起
が
語
ら
れ

て
い
な
か

つ
た
こ
と
を

差
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曼
荼
羅
下
縁

の
縁
起
文
が
中
心
に
な

つ
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
関
係
文
献
か
ら
も
中
将

と
い
う
言
葉
が
み
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
と
考
え
る
o

古
今
著
聞
集
に
至

つ
て
は
じ
め
て
、
横
佩

の
大
臣
に

(藤

原

尹
胤
)
ど

注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
○
と
こ
ろ
が
酉
誉
の
当
麻
曼
荼

羅
疏
矛
八
に
は
藤
原
豊
成
の
こ
と
で
あ
る
と
し

て
い
る
o
さ
て
藤

原
豊
成
は
実
在
の
人
物

で
あ
る
が

ヨ
コ
ハ
ギ
大
納
言
な
ど
と
い
う

名
は
な
か

つ
た
o
そ
し

て
又
、
息
女
中
将
姫
の
存
在
も
記
録
と
史

実
と
は
全
く
あ
わ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
古
今
著
聞
集
が
横
佩
大
臣
に

注
釈
を
加
え
た
こ
と
は
何
を
根
艇
に
し
て
記
し
た
も
の
か
明
ら
か

に
し
得
な
い
が
土
井
慧
鎧
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に

「
是
れ
吾
人
が

中
将
姫
を
潤
色
し
て
妙
齢

の
住
人
な
り
と
説
く
伝
説
を
否
定
し

て

小
説
的
空
想
に
過
ぎ
ず
と
す
る
所
以
な
り
」
と
い
う
よ
り
こ
の
場

合
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
o

も
う

　
つ
同
じ
ょ
う
な
も

の
に
元
亨
釈
書
が
あ
る
o
こ
れ
も
今

ま
で
あ
げ

て
来
た
縁
起
と
か
わ
ら
ず
、
大
同
小
異
に
過
ぎ
な
い
こ

と
に
気
づ
く
○
こ
の
元
亨
承
書
よ
り

百
十
数
年
下
つ
た
永
享
八
年

に
酉
.誉
上
人
が
書
い
た
当
麻
晏
荼
羅

疏
四
十
八
巻
が
み
ら
れ
る
○

こ
の
百
十
数
年
の
閥
、
み
る
べ
き
文

献
が
な
い
の
で
縁
起

の
状
態

は
わ
か
ら
な
い
が
、

こ
の
当
麻
菫
荼
羅
疏
に
至
つ
て
は
じ
め
て
中

将
姫
の
詳
し
い
縁
起

の
内
容

が
描
写

さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
o

そ

の
オ
七
巻
が
中
心
を
な
し
て
い
て
、

豊
成
の
二
子
を
儲
け
る
こ
と

か
ら
は
じ
ま
り
、
母
の
死
、
継
母
の
嫉

妬
、
中
将
姫
の
入
寺
、
化

女
曼
荼
羅
織
事
、
中
将
禅
尼
往
生
事
等

そ
の
詳
細
を
み
る
ご
と
が

出
来
る
○
す

で
に
こ
れ

の
出
来
た
時
代

は
室
町
時
代

で
あ

つ
て
、

室
町
初
期
に
は
世
阿
彌
元
清
が
現
わ
れ

て
、

「
当
麻
」

「
雲
雀
山

」
と
い
つ
た
中
将
姫
縁
起
を
題
材
と
し
た
謡
曲
を
作

つ
て
繭
り
、

大
い
に
中
将
姫
縁
起
も
語
ら
れ

て
い
た

こ
と
を
想
像
す
る
。

こ
の
よ
う
に
中
将
姫
の
縁
起
は
当
麻

曼
荼
羅
図
と
結
び
つ
い
て

伝
説
と
史
実
と
が
ま
ざ
り
合
つ
て
、
民
悶
の
物
語
や
寺
僧
の
物
語

の
中

で
発
展
し

て
来
た
o
そ
れ
は
浄

土
思
想

の
発
達
と
共
に
と
い

つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
三
品
彰
英
氏
は

「

こ
の
縁
起
は
浄
土
信
仰

の
布
教
の
為
に

も
、
ず
い
分
役
立

つ
て
来
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た

で
あ
ろ
う
○
当
麻
壘
荼
羅
が
民
間
に
有
名
に
な
つ
た
の
は
そ
れ

の
有
す
る
芸
術
的
価
値
で
は
な
く
、
そ
れ

の
成
立
を
讃
明
し
た
中

将
姫

の
縁
起
そ

の
も
の
で
あ
る
○

こ
の
曼
茶
羅
が
歴
史
上
に
持

つ

文
化
的
意
味
は
曼
荼
羅

の
芸
術
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
民
間

の

浄

土
信
仰
発
達

の
過
程
に
対
し
て
で
あ
る
」

(史
蹟
と
古
美
術
オ

五
巻
オ

一
号
)
と
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
持

つ
て
浄
土
信
仰

の

発
達
あ
る
い
は
教
化
等
を
み

つ
め
る
場
合
、
む
ず
か
し
い
教
理
、

思
想
を
べ
た
べ
た
並
べ
る
よ
り
、
教
化
方
法

の
対
象
と
な
る
具
体

性
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
を
感
じ
さ
せ
る
o
鎌
倉
時
代
、
浄
土

思
想
が
盛
ん
に
も
り
上
が
り
、
こ
の
背
景
は
勿
論
戦
乱
や
天
災
地

変
、
末
法

思
想
に
伴
な
う
大
き
な
社
会
不
安
に
ょ
る
こ
と
は
い
う

ま

で
も
な
い
が
そ

の
結
果
、

こ
の
時
代
に
広
い
範
囲
に
わ
た

つ
て

当
麻
曼
荼
羅

の
模
本
が
流
行
し
、
今
日
そ
の
多
く
の
逸
品
を
み
る

の
で
あ
る
○
浄
土
教

の
宣

揚
に
中
将
姫
と
曼
荼
羅
の
関
係
は
頗
る

密
接
で
以
上
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、

又
こ
の
縁
起
そ
の
も
の

の
内
容
の
上
に
於
い
て
も
光
明
寺
蔵
の
縁
起
あ
る
い
は
当
麻
曼
墓

羅

疏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
願
尼
の
往
生
、
さ
ら
に
は
聖
衆
来

迎

の
場
面
、
最
後
中
将
姫
の
運
命
が
目
出
た
く
物
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ

の
時
代
の
世
相
の
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
の
で
あ

ろ
う
○

以
上
の
よ
う
に
、
色
々
な
伝
説
、
史
実
が
ま
ざ
り
あ
い
、
多
種

多
様
の
社
会

の
影
響
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
中
将
姫
縁
起

な
る
も
の
が
出
来
上
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

伝

教

大

師

の

研

究

1

特

に

徳

一
と

の
仏

性

論

に

つ

い

て
,1

小

林

真

澄

仏
教
は
初
め
印
度
に
広
ま
り
、
後
支

那
朝
鮮
を
経
て
わ
が
日
本

に
伝
来
し
た
宗
教
で
あ
る
が
、
わ
が
国

に
於
て
現
に
行
な
わ
れ
て

い
る
諸
仏
教
が
、
思
想
的
に
も
印
度
支

那
の
仏
教
そ
の
ま
ま
の
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

大
き
な
誤
り
で
あ
る
○
わ

が
国

の
仏
教
は
、
わ
が
国
特
有

の
日
本

仏
教
で
あ
つ
て
、
決

つ
し

て
印
度
支
那
そ
の
ま
ま
の
仏
教
で
な
い
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
o

こ
れ
は
仏
教
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
他

多
く
の
も
の
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
o
し
か
る
に
、
仏
教
は
特
に

人
の
心
を
支
配
し
、
又
教
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