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人

一

院
政
期

の
密
教
思
想
史
を
考
え
る
上
で
、
大
江
匡
房

(
一
〇
四
一
～

一

一
二

)
の
存
在
は
、
た
い
へ
ん
大
き
な
も
の
が

あ

る
。
匡
房
の
密
教

関
連
の
著
作
と
し
て
は
、
『
弘
法
大
師
讃
』
『
中
御
室
御
灌
頂
記
』
『大
御

室
御
伝
』

(逸
書
)な
ど

の
伝
記

・
記
録
類
、
『
尊
勝
寺
灌
頂
表
白
』
『法

勝
寺
御
塔
供
養
呪
願
文
』
『
白
河
院
熾
盛
光
御
修
法
祭
文
』
『
白
河
院
北

斗
曼
茶
羅
堂
願
文
』
な
ど

の
願
文

・
表
白
の
類
が
多
数
あ
り
、
こ
れ
ら

か
ら
密
教

に
関
す
る
深
い
造
詣
を
窺
う
こ
と
が

で
き

る
。
ま
た
、
『覚

禅
抄
』
『
阿
娑
縛
抄
』
な
ど

に
も
、
大
江
匡
房
が
他

の
事
相

の
大
家
と

同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
例
が
散
見
し
、
俗
人
で
あ
る

に
も

か
か
わ

ら

ず
、
後
世

に
お
い
て
も
密
教
の
権
威
者
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
解
る

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
文
献
が
多
く
残
さ
れ

て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
江
匡
房
の
密
教
思
想
史
上
で
の
位
置
付

け
は
現
在
ま
で
全
く
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
匡
房
自
身
の
密
教
思
想
に

つ
い
て

の
解
明
も
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
そ
の
第

一
歩

と
し
て
、
特
に
与
立
剣
輪
印
の
相
伝
を
め
ぐ

っ
て
起
こ

っ
た
小
さ
な
事

件
に
関
し
て
、
匡
房
の
と

っ
た
行
動
の
意
味
と
、
そ
れ
に
対
す
る
後
世

の
評
価
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二

鳥
羽
天
皇
は
嘉
承
二
年

(
一
一
〇
七
)
七
月
十
九
日
、
父
堀
河
天
皇
の

崩
御
に
よ
り
践
酢
。
同
年
十
二
月

一
日
大
極
殿
に
て
即
位
し
た
。
わ
ず

か
五
歳

の
幼
帝
で
あ

っ
た
。
翌
三
年
(天
仁
元
年
)
の
正
月
八
日
に
は
、

(
1
)

宮
中
真
言
院

の
御
斎
会
に
お
い
て
即
位
後
最
初
の
太
元
帥
御
修
法
が
行

わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
太
元
帥
御
修
法
と

は
、
小
栗
栖
別
当
常
暁
が

唐
よ
り
請
来
し
て
以
来
、
真
言
宗
に
の
み
伝
え
ら
れ
て
い
る
秘
法
で
、

毎
年
正
月
八
日
よ
り
七
日
間
宮
中
に
お
い
て
修
さ
れ
た
宝
詐
長
久

・
鎮

護
国
家
を
祈
請
す
る
大
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
少

々
や

っ
か

い
な
問
題
が
生
じ
た
。
と
い
う
の
は
、
太
元
帥
法
阿
闍
梨
を
勤
め
る
こ

と
に
な

っ
て
い
た
興
福
寺
の
宣
覚
が
、
前
年

に
母
の
喪
に
遭
い
、
重
服

の
た
め
出
仕
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
補
う
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人
事

に
関

し
て
多
少
の
軋
礫
が
生
じ
、
そ
の
や
り
取
り
の
中
で
大
江
匡

房
の
言
動
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
事
実
関
係
を

関
連
史
料

に
よ

っ
て
跡
付
け
て
い
き
た
い
。

嘉
承
二
年
十
二
月
二
十
七
日
、
真
言
宗
長
者
範
俊
は
宣
覚
に
代
わ
る

人
物
と

し
て
、
太
元
帥
法
阿
闍
梨
を
選
任
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
た
め
、

受
諾
の
請
文
を
出
し
た

(『太
元
秘
記
』、
『覚
禅
抄
』
所
引
文
書
で
は
二
十

一

日
付
)。
範
俊
は
弟
子
の
良
雅
を
推
薦
し
た
た
め
、
同
月
三
十
日
に
は
宣

旨
が
出
さ
れ
、
勅
命

に
よ
り
良
雅
は
太
元
帥
法
阿
闍
梨
に
任
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
翌
年
正
月
に
は
、
太
元
帥
法
阿
闍
梨
の
資
格
を
め
ぐ

っ
て

一
つ

の
疑
義
が
呈
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
大
江
匡
房
が
朝
廷
に
申
状
を
提
出
し

た
の
で
あ

る
。
こ
の
申
状
は
現
存
し
な
い
が
、
右
中
弁
藤
原
顕
隆
の
正

月
六
日
付

の
執
達
状
に
よ
り
、
お
お
よ
そ
の
内
容
が
復
元
で
き
る
。

(
2
)

顕
隆
は
、
太
元
帥
法
の
中
で
も
与
立
剣
輪
法
は
最
秘
の
条
と
さ
れ
、

仁
海
僧
正
の
門
弟
が
相
伝
し
て
い
る
由
を
江
帥

(匡
房
)
が
言
上
し
て

き
た
と
述

べ
る
。
そ
し
て
、
良
雅
は
よ
く
こ
の
法
を
授
か

っ
て
い
る
の

か
ど
う
か
、
そ
れ
は
、

こ
の
度

こ
の
法
は
旧
規
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
か

ら
で
あ
り
、
こ
れ
は
白
河
院
の
御
気
色
に
依
る
の
だ
と
、
内
々
に
範
俊

に
執
達
し
て
い
る
。
こ
れ
に
付
け
加
え
、
江
帥
が
申
さ
れ
る
旨
は
、
与

立
剣
輪
法
を
相
伝
す
る
人
に
よ

っ
て
太
元
帥
法
は
修
さ
る
べ
き
で
あ

っ

て
、
そ
う

で
な
い
輩
が
勤
修
す
る
の
は
、
極
め
て
非
常
の
こ
と
だ
と
し

て
い
る
。
そ
こ
で
顕
隆
は
、
こ
の
匡
房
の
申
状
を
内

々
に
仁
和
寺
寛
助

僧
都

・
醍
醐
寺
勝
覚
座
主
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
件
の
剣
輪
法
は
知
ら
な

い
と
回
答
し
て
き
た
の
で
、
匡
房
が
僻
事
を
申
し
て
い
る
の
か
、
は
た

ま
た
寛
助

・
勝
覚
が
知
ら
な
い
の
か
不
審
で
あ
り
、
白
河
院
に
も
不
審

の
御
気
色
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
範
俊
は
、
同
日
付
で

次
の
よ
う
な
請
文
を
遣
わ
し
て
き
た
。
太
元
秘
法
は
、
将
門
の
乱
の
時

阿
闍
梨
泰
舜
が
勅
を
奉
じ
て
臨
時
に
勤
修
し

た
も

の
で
あ

る
。
泰
舜

は
、
律
師
で
東
寺
長
者
で
あ

っ
た
。
以
来
彼

の
流
れ
を
も

っ
て
規
模
と

し
て
い
る
。
良
雅
は
、
秘
中
の
最
秘
を
伝
授
さ
れ
て
お
り
、
既
に
写
瓶

の
水
は
漏
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
由
を
奏
達
せ
ら
れ
た
い
と
。
こ
の

回
答
に
よ

っ
て
、
良
雅
は
与
立
剣
輪
印
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

証
明
さ
れ
た
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
良
雅
は
無
事
太
元
帥
法
阿

闍
梨
を
勤
め
、
二
月
二
十
八
日
に
は
、

こ
の
法
を
勤
修
し
た
者
に
与
え

ら
れ
る
法
琳
寺

・
秋
篠
寺
別
当
職

に
、
太
政
官
牒
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ

た
の
で
あ
る

(以
上

『正
嫡
相
承
秘
書
』
「太
元
法
文
書
」
所
引
)。

こ
の
時
突
然
、
太
元
帥
法
阿
闍
梨
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
良

雅
に
対
し
、
疑
義
を
抱

い
た
人
物
は
他
に
も

い
た
。
藤
原
宗
忠
の

『中

右
記
』
正
月
八
日
条
に
は
、
阿
闍
梨
を
降
ろ
さ
れ
た
宣
覚
自
身
が
、
前

日
に
来
談
し
不
満
を
述
べ
た
様
が
生
々
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
太
元
帥
法
は
根
本
祖
師
常
暁
に
よ

っ
て
、
唐
か
ら
我
が
朝
に

伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
八
箇
秘
事

口
伝
等
は
全
く
他
門

に
は
伝
え
ら
れ

て
い
な
い
。
就
中
こ
の
法
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
本
寺
に
お
い

て
出
家
し
た
後
入
壇
し
、
そ
の
後
秘
密

口
伝
等
を
相

伝
す

る

の
で
あ

る
。
他
門
徒
の
人
が
奉
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
訴
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え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
宗
忠
は
、
良
雅
が
こ
の
法
の
口
伝
を
受
け

て
い
る
か
ど
う
か
頗
る
不
審
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
師
僧
の
喪
に

遭
い
な
が
ら
も
太
元
帥
法
を
勤
め
た
例
を
挙
げ
、
柑
伝

一
人
な
の
だ
か

ら
こ
れ

は
許
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
父
母
の
喪

に
遭
い
な
が
ら
勤

め
た
例

は
惜
に
は
見
え
ず
、
ま
た
今
年
は
新
帝
の
代
始
め
で
あ
り
、
忌

む
べ
き
だ
と
愈
議
す
る
の
も

一
理
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

口
伝

を
知
ら
ず

に
秘
法
を
修
す
る
の
は
い
か
が
な
も

の
か
と
、
疑
問
も
投
げ

か
け
て

い
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
母
の
喪
に
よ
り
太
元
帥
法
阿
闍
梨
を
は
ず

さ
れ
た
宣
覚
が
、
大
い
に
不
満
を
持
ち
、
後
任

の
良
雅
の
印
相
伝
授
に

つ
い
て

の
疑
義
を
、
直
接
宗
忠
に
訴
え
た
こ
と
。
宗
忠
も
そ
の
言
を
受

け
、
決
定
に
は
不
審
の
念
を
抱

い
た
が
、
阿
闍
梨
の
母
の
喪
と
い
う
異

例
の
事
態

に
判
断
が

つ
か
ず
、
あ
い
ま
い
な
部
分
を
残
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。三

顕
隆

の
執
達
状
を

一
読
し
た
限
り
で
は
、
匡
房
は
こ
の
宣
覚
や
宗
忠

と
同
様

の
立
場
で
、
疑
問
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
し

か
し
、

こ
の
事
件
に
関
し
て
後
世
の
事
相
書
を
経
く
と
、
匡
房
の
申
状

は
、
宣
覚
の
抗
義
の
立
場
と
は
全
く
逆
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
、
匡
房
が
申
状
を
わ
ざ
わ
ざ
出
し
た

真
意
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察

し

て
み

た

い
。匡

房
が
問
題
に
し
て
い
る
与
立
剣
輪
印
に
つ
い
て

は
、
『覚
禅
抄
』

巻
八
十
九
な
ど
に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
太
元
帥
法

の
時
本
尊
加

持
に
用
い
る
印
を
八
箇
秘
印
と
い
い
、
与
立
剣
輪
印
は
そ
の
第
八
番
目

で
あ
る
。
こ
の
与
立
剣
輪
印
が
最
秘
と
さ
れ
、
印
相
ば
か
り
で
な
く
読

み
方
や
漢
字
表
記
に
関
し
て
も
、
流
派
に
よ

っ
て
様

々
な

口
伝
が
あ

っ

た
。
こ
の
与
立
剣
輪
印
伝
授

の
鍵
を
握
る
人
物
は
、
範
俊
で
あ
る
。
範

俊

は
こ
の
時
、
法
印
権
大
僧
都

・
東
寺
長
者
法
務
と
い
う
真
言
宗
の
最

高
責
任
者
で
あ
り
、
太
元
帥
法
阿
闍
梨
を
選
任
す
る
権
限
を
持

っ
て
い

た
。
実
は
、
藤
原
宗
忠
の
も
と
に
不
満
を
述

べ
た
宣
覚
が
、
嘉
承
元
年

(
一
一
〇
六
)
に
初
め
て
太
元
帥
法
阿
闍
梨
に
任
じ
ら
れ
た
折
の
推
薦
者

も
、
他
な
ら
ぬ
範
俊
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
時
は
別

に
、
懐
尊

・
良

智
と
い
う
候
補
者
も
い
た
。
密
印
等
を
惜
に
相
伝
し
て
い
る
の
か
と
い

う
問
題
で
、
誰
を
選
任
す
る
か
前
年
来
の
伎
議
に
お

い
て
相

論
が

あ

り
、
結
局
範
俊
が
三
人
の
中
か
ら
宣
覚
を
選
任
し
、
宣
旨
が
下
さ
れ
た

と
い
う
経
緯
が
あ

っ
た

(『中
右
記
』
長
治
二
年
十
二
月
二
十
八
日
条
、
同
嘉

承
元
年
正
月
五
日
条
)。

つ
ま
り
、
範
俊
の
人
事
権
の
行
使
に
よ

っ
て
宣

覚

・
良
雅
と
も
に
任
命
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『覚
禅
抄
』
で
は
、
仁
和
寺
寛
助
僧
都

・
醍
醐
寺
勝
覚
律
師
と

い

っ

た
、
名
だ
た
る
大
家
で
さ
え
も
与
立
剣
輪
印

の
作
法
を
知
ら
な
か

っ
た

こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
た
後
、
「
江
帥
匡
房
申
云
」
と
し
て
、
太
元
法

は

与
立
剣
輪
印
の
伝
え
を
極
め
と
為
す
、
と
い
う
部
分
の
み
申
状
を
取
意
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引
用
し
、
続
け
て
小
野
門
跡

(範
俊
)
以
外
に
太
元
法
は
伝
え
ら
れ
て

い
な
い
と
す
る
。
範
俊
は
仁
海
の
弟
子
成
尊
を
継
ぎ
小
野
曼
茶
羅
寺
第

三
世
と
な

っ
て
い
る
。
小
野
流
以
外
に
太
元
法
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
強
調
す
る
意
図
は
、
こ
こ
に
明
白
で
あ
る
。
こ
の
匡
房
の
申
状

は
、
『覚
禅
抄
』
の
ほ
か
『
幸
心
紗
』
巻
三

・
『秘
紗
問
答
』
巻
十
三
末

・

『安
流
伝
授
紀
要
』
巻
二
十
二
な
ど
に
何
ら
か
の
形
で
引
用
さ
れ
、
い
ず

れ
も
そ

の
正
統
性
を
強
調
す
る
文
脈
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

と
す
る
と
、
匡
房
の
申
状
は
小
野
流
範
俊
門
下
に
都
合
の
良
い
部
分

の
み
改
窟
さ
れ
て
、
引
用
さ
れ
た
可
能
性

も
あ

る
。
し
か
し
、
『覚
禅

抄
』
裏
書
に
は
、
良
雅
か
ら
大
僧
正

(定
海
)
に
授
け
た
手
箱

一
合
の

中
に
、
太
元
法
の
文
書
と
と
も

に
匡
房

の
書
状
が
具
さ
れ
て
い
た
と
い

う
、
注
目
す
べ
き
記
事
も
あ
る
。

こ
の
書
状
が
本
物

で
あ

る
と

す
れ

ば
、
こ
れ
ほ
ど
貴
重
視
す
る
の
は
、
自
ら
の
相
伝
の
正
統
性
を
、
何
よ

り
も
証
明
す
る
文
書

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
匡
房
は
、
宣
覚

の
側
で
は
な
く
、
範
俊

・
良
雅
の
側
に
立

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
範
俊

の
名
は

『江
都
督
納
言
願
文
集
』
巻

一
な
ど
に
も
み
え
る
が
、
両
者
の

関
係

に
つ
い
て

の
傍
証
は
、
『
元
亨
釈
書
』
巻
十
範
俊
伝

に
あ
る
。
永

保
二
年

(
一
〇
八
二
)
の
旱
魅
時
に
、
範
俊
が
請
雨
経
法
を
修
し
た
折
、

同
門
の
義
範
が
怨
念
を
抱
き
宝
楼
閣
法
を
修
し
て
妨
げ
た
。
範
俊
は
雨

が
降
ら
な
か

っ
た
の
で
、
恥
じ
て
那
智
山
に
籠

っ
て
し
ま

っ
た
。
白
河

天
皇
は
、
こ
れ
を
愁
え
た
と
こ
ろ
、

一
夜
竹
人
が
災
い
を
は
ら
う
と
い

ヘ

へ

う
夢
を
見
た
。
匡
房

に
夢
解
き
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
竹
人
と
は
範
俊

の
こ
と
だ
と
述
べ
、
範
俊
は
詔
に
よ
り
呼
び
戻
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
史
実
と
し
て
は
疑
問
も
あ
る
が
、
従
来
あ
ま
り
指
摘

さ
れ
て
い
な
い
両
者
の
密
接
な
関
係
を
物
語
る
説
話
で
あ
ろ
う
。

四

顕
隆
の
執
達
状
に
、
組
み
替
え
ら
れ
て
取
り
込
ま
れ
た
大
江
匡
房
の

申
状
は
、

一
見
良
雅
を
不
適
格
者
と
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に

も
読
め
る
。
し
か
し
、
匡
房

の
意
図
は
与
立
剣
輪
印
が
仁
海
の
小
野
流

に
し
か
伝
わ

っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
強
調
す

る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。
何

よ
り
今
回
は
旧
規
に
復
す
る
と
、

こ
と
さ
ら
謳
う

の
は
、

こ
れ
ま
で
修

さ
れ
て
い
た
太
元
帥
法
が
旧
規
に
則

っ
て
い
な
い
と
言
う
も
同
然
で
、

宣
覚
に
対
す
る
あ
ら
わ
な
否
定
で
あ
る
。
宣
覚
は
こ
れ
に
対
し
、
自
身

の
口
伝
相
続
の
正
統
性
を
強
く
藤
原
宗
忠
に
訴
え
た
の
だ
が
、
そ
の
声

は
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
問
題
は
、
大
江
匡
房
と
い
う
僧
籍
を
持
た
な
い

一
介
の
俗
人

が
、
ど
う
い
っ
た
わ
け
で
真
言
密
教
の
中
で
も
最
秘
と
さ
れ
る
与
立
剣

輪
印
の
相
伝
に
、
容
豫
し
て
き
た
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

政
治
的
意
図
も
大
き
く
感
じ
取
れ
よ
う
。
藤
原
顕
隆
は
、
繰
り
返
し
院

の
御
気
色
を
強
調
す
る
が
、
背
後
に
は
確
か
に
白
河
院
が

い
た
は
ず
で

あ
る
。
速
水
侑
は
、
こ
の
事
件
を
簡
略
に
紹

介

し
、
「太
元
帥
法
も
、

実
態
に
お
い
て
は
、
「
院
の
御
気
色
」
や
院

の
近
臣
の
意
向
に
よ

っ
て

(
3
)

律
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
」
と
結
論
す
る
。
で
は
な
ぜ
、
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与
立
剣
輪
印
の
相
伝
と
大
江
匡
房

(吉

原
)

二
六

一

こ
こ
で
白
河
院
や
匡
房
が
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取

っ
た
の
か
。

こ
こ
で
匡
房
は
、
親
し
い
関
係
に
あ

っ
た
範
俊
か
ら
、
直
接
に
与
立

剣
輪
印
相
伝
の
こ
と
を
聞
き
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
範
俊
に
し

て
み
れ
ば
、
新
帝
即
位
後
最
初
の
太
元
帥
法
の
場
で
自
身
の
相
伝
し
た

小
野
流

の
正
統
性
を
世
に
問
う
、
ま
た
と
な
い
機
会
で
あ
る
。
し
か
も

こ
の
印
が
、
仁
和
寺
寛
助
や
醍
醐
寺
勝
覚
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

を
あ
ら

か
じ
め
承
知
し
て
い
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
白
河
院
に
し
て

み
れ
ば
、
若
く
し
て
急
逝
し
た
堀
河
天
皇
を
継
ぐ
幼
帝
鳥
羽
天
皇
の
即

位
最
初

の
太
元
帥
法
を
、
完
壁
な
も
の
と
し
た
い
意
図
が
働
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
匡
房
は
、
白
河
院
の
意
図
を
体
し
、
こ
と
さ
ら
に
与

立
剣
輪
印
の
伝
授
を
問
題
に
し
、
範
俊
門
下
の
面
目
を
施
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
以
上
は
、
私
の
単
純
な
憶
測
に
す
ぎ
な
い
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
白
河
院
や
匡
房

は
想
像
以
上
に
密
教
に
関
す
る
造

詣
が
深

か

っ
た
。
紙
幅
の
関
係
で
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
後
三
条
天
皇

即
位
の
時
、
大
日
如
来
の
智
拳
印
を
結
ん
で
い
た
と
匡
房
が
記
す
の
は

そ
の
好
例
で
あ
り
、
こ
の
頃
か
ら
護
持
僧
と
の
関
係
も
深
く
な

っ
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
匡
房
申
状
の
伝
承
に
関

し
て
、
『覚
禅
抄
』
に
入

っ
た

ル
ー
ト
も
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
覚
禅
が

一
貫
し
て

「師
主
」

と
呼
ぶ

の
は
醍
醐
座
主
勝
賢
で
あ
る
が
、
そ
の
父
は
有
名
な
藤
原
通
憲

(信
西
)
な
の
で
あ

る
。
通
憲

の
父
は
、
二
十
八
歳
で
夫
折
し
た
藤
原

実
兼
で
、
実
兼
は
匡
房
の
言
談
を
ま
と
め
た

『
江
談
抄
』

の
筆
録
者
と

し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
『江
談
抄
』
の

一
本
、
醍
醐
寺
蔵

『
水
言
紗
』

の
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
、
勝
賢
と
そ

の
甥
で
同
じ
く
醍
醐
座
主
を
勤
め

た
成
賢
の
自
筆
署
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
師
資
相
承
に
よ

っ

て
伝
え
ら
れ
た
部
分
も
あ
ろ
う
が
、
三
代
に
わ
た
る
家
伝
に
よ
る
情
報

も
、
信
憑
性
の
確
か
な
も
の
と
し
て
覚
禅
に
は
受
け
取
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
。秘

印
の
相
伝
に
関
し
て
、
僧
侶
以
外
の
俗
人
を
か
ら
め
た
視
点
で
の

研
究
は
こ
れ
ま
で
殆
ど
な
か

っ
た
た
め
、
小
稿
に
は
不
備
も
多
い
と
思

わ
れ
る
が
、
な
お
引
き
続
き
大
江
匡
房
と
密
教
思
想

の
関
連

に

つ
い

て
、
解
明
を
進
め
て
い
き
た
い
。

1

略
し
て
、
太

元
帥
法

・
太
元
法

と
も
。
太

は
大

に
作

る

こ
と
も
多
く
、

同
時
代

の
文
書

で
も
混

用
さ
れ

て

い
る
。

な
お
、
太
元

法
は
現

在
ま
で
も

真

言
宗

に
伝
承
さ
れ
、
天
皇
即
位

の
際
、
あ

る

い
は
日
露
戦
争

や
太
平
洋

戦
争

な
ど

の
敵

国
調
伏

の
た

め
に
修

せ
ら
れ

て

い
る

(甲

田
宥

吽

「太

元

御
修

法

の
聖
教

に

つ
い
て
」
『
続
真
言
宗
全
書
会
報
』

三
九

一
九
八
七
・

五
)
。

2

匡
房

は
与
立
剣
輪
法

と
述
べ

て
い
る
が
、

こ
れ
は
印
相

を
指

す

の
で
、

以
下
小
稿

に
お
い
て
は
与
立
剣
輪
印
と
表
記
す

る
。

3

『平
安
貴
族
社
会

と
仏
教
』
第

一
章
第
四
節

(吉

川

弘

文

館

一
九
七

五

・
一
二
)
。
な

お
、

こ
れ

に
続

い
て
天
永
元
年

(
一
一
一
一
)
の
太
元
法

阿
闍
梨

を
、
宣
覚

に
代

わ

っ
て
良
賢
が
勤
仕

し
た
と
す

る

表

現

が

あ

る

が
、

こ
れ

は
速
見

の

『
中
右

記
』

の
誤
読

で
、
宗
忠

は
天
仁
元
年

の
例
を

思

い
起

こ
し
、
例
と

し
て
掲
げ
た
も

の
で
あ

る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

太
元
帥
法
、

与
立
剣

輪
印
、

大
江
匡
房
、
範
俊

(早
稲
田
大
学
助
教
授
)
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