
宗
の
当
時
首
座
に
あ
っ
た
悦
峯
が
、
祐
天
を
尋
ね
そ
の
道
名
に
敬
服
し
書
ま
で
し
た
た
め
た
と
い
う
そ
の
事

実
で
あ
ろ
う
。

第
五
項
　
家
宣
と
祐
天

綱
吉
亡
き
あ
と
、
政
治
改
革
を
進
め
る
家
宣
は
祐
天
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
門
周
は
宝
永
七
年
に
一
度
家
宣
に
辞
意
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
は

家
宣
は
特
に
祐
天
を
増
上
寺
に
登
ら
せ
る
こ
と
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
常
憲
院

殿
の
三
回
忌
（
宝
永
七
年
十
月
十
日
結
願
）、
桂
昌
院
の
七
回
忌
（
正
徳
元
年
六
月
十
九
日
結
願
）（『
文
実
記
』）

が
終
わ
る
と
、
家
宣
は
門
周
に
辞
職
を
促
し
（「
縁
山
志
」
前
出
）、
祐
天
を
即
席
大
僧
正
と
し
て
取
り
立
て

た
の
で
あ
る
。
破
格
の
待
遇
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

倹
約
を
旨
と
す
る
家
宣
の
政
策
上
、
表
向
き
祐
天
と
の
か
か
わ
り
合
い
は
『
文
実
記
』
に
は
少
な
い
。
残

念
な
が
ら
、
家
宣
は
、
翌
正
徳
二
年
十
月
十
四
日
薨
去
し
、
表
面
上
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
の
資
料
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
言
っ
て
良
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
家
宣
の
た
め

馳
二

セ
テ

使ヲ

乎
増
上
寺ニ
一

大
殿ノ

之
中ニ

別ニ

所
二

ロ
ノ

奉
安
一

阿
弥
陀
佛ノ

像
﹇
割
注
﹈

イ

倚
像ニ

シ
テ

高
二
尺
六
寸
世
称
二

ス
ル
ハ

黒
本
尊ト
一

者
是レ

也ナ
リ

」
請
二

入シ
テ

之レ
ヲ

於
営
中ニ
一



（『
略
記
』）



し
、
葬
送
の
大
導
師
を
勤
め
る
に
至
っ
た
と
記
述
す
る
（『
略
記
』
な
ど
）。

家
宣
は
遺
言
を
書
い
て
い
る
（『
文
実
記
』
正
徳
二
年
十
月
十
四
日
）。
そ
こ
に
は
理
路
整
然
と
自
分
を
増

上
寺
に
葬
る
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
三
代
以
降
は
ま
だ
日
が
浅
い
の
で
忌
日
を
怠
る
こ
と

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

近
代
の
　
祖
各
上
野
に
葬
て
。
増
上
寺
は
逐
日
詣
る
人
も
多
か
ら
ず
。
然
る
時
は
百
年
に
及
び
。

台
徳
院
殿
忌
日
を
忘
る
ゝ
人
も
多
か
る
べ
し

と
の
理
由
に
よ
る
。
こ
の
遺
言
状
に
も
表
面
上
は
浄
土
教
的
思
想
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
遺

言
状
を
記
す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
、
こ
の
世
に
未
練
を
残
さ
ず
真
っ
直
ぐ
浄
土
に
行
く
心
構
え
を
作
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
家
宣
の
大
導
師
は
祐
天
に
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（『
文
昭
院
殿
御
新
葬
記
』）。
こ
れ
ま
で
増

上
寺
の
大
僧
正
と
い
え
ど
も
将
軍
の
導
師
を
勤
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
縁
と
言
う
べ

き
か
、
知
恩
院
門
跡
法
親
王
は
正
徳
元
年
五
月
に
薨
去
し
て
お
り
、
こ
の
と
き
は
法
親
王
の
位
は
不
在
で
あ

っ
た
。
誠
に
異
例
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
、
将
軍
家
の
人
々
は
迷
わ
ず
祐
天
に
導

師
を
言
い
渡
し
た
に
違
い
な
い
。

表
面
的
に
は
出
な
い
が
、
祐
天
に
対
す
る
格
別
な
る
待
遇
を
見
れ
ば
、
家
宣
と
祐
天
は
精
神
的
に
は
深
く
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結
ば
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
い
つ
芽
生
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
推
定
に
し
か
す
ぎ
な
い
が
御
前
法
門
に
祐
天
が
呼
ば
れ
そ
の
問
答
を
聞
い
て
い
く
う
ち
に
、
ま
た
綱
吉

が
護
持
院
ら
の
祈
祷
寺
に
対
し
破
格
の
優
遇
措
置
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
倹
約
家
の
家
宣
に
は
ど
う
し
て
も

納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
の
『
大
樹
帰
敬
録
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
家

康
の
信
仰
に
強
く
共
鳴
を
覚
え
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
祐
天
の
拝
領
物
な
ど

を
決
し
て
私
物
化
せ
ず
に
寺
院
の
復
興
な
ど
に
回
す
無
執
着
の
姿
勢
や
、
そ
の
明
解
な
教
義
に
対
し
て
深
く

崇
敬
の
念
を
も
っ
て
見
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
徳
川
家
の
信
仰
を
黒
本
尊
に
再
度
向
け
さ
せ
た
の
は
、
祐
天
の
最
も
大
き
な
業
績
で
あ

り
、
事
実
上
、
浄
土
宗
を
衰
退
か
ら
守
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
文
実
記
』
に
よ
れ
ば
、
家
宣
は
正
徳
二
年
九
月
二
十
三
日
病
に
臥
し
た
。
そ
し
て
黒
本
尊
を
営
中
に
請

入
し
た
の
は
十
月
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

往
日
対
二

シ
テ

近
臣
間
部
越
前
守
詮
房ニ
一

有
二

苦
口ノ

勧
諌
一

顧フ
ニ

亦タ

有
レ

ル
カ

容
レ

ル
ル
コ
ト

詞ヲ

歟
故ニ

迎
レ

ヘ
テ

之
祈
二

タ
マ
ハ
ル
ノ
ミ

臨

終
正
念ノ

之
加
祐ヲ
一

耳

伝
記
で
も
、
前
に
祐
天
が
家
宣
の
近
臣
に
黒
本
尊
の
来
由
を
て
い
ね
い
に
伝
え
た
の
が
、
家
宣
の
耳
に
入

り
臨
終
に
向
か
っ
て
黒
本
尊
を
側
に
置
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
し



（『
略
記
』）



か
し
、
家
宣
が
最
後
に
黒
本
尊
を
請
じ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
捉
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
十
四
日
そ

の
日
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

家
宣
の
葬
送
の
様
子
は
、
増
上
寺
に
現
存
す
る
『
文
昭
院
様
御
新
葬
記
』
の
安
政
五
年
の
写
本
に
詳
し
く

記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
本
は
も
と
祐
天
寺
に
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
原
本
の
存
在
は
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。

本
書
に
よ
れ
ば
、
十
四
日
七
時
申
中
刻
に
通
達
が
あ
り
、
申
下
刻
に
は
祐
天
も
登
城
し
、
遺
言
に
て
尊
号
を

浄
土
宗
で
、
導
師
を
祐
天
に
す
る
こ
と
な
ど
申
し
渡
さ
れ
て
い
る
。
十
七
日
に
尊
号
と
祐
天
の
名
号
な
ら
び

に
血
脈
が
納
め
ら
れ
、
二
十
日
に
出
棺
と
な
っ
た
。

葬
儀
式
に
読
ま
れ
た
祐
天
の
引
導
を
記
し
、
祐
天
の
人
柄
を
知
る
一
助
と
し
た
い
。

御
導
師
下
炬増

上
寺
三
十
六
世

大
僧
正
顕
誉
祐
天
七
十
六
歳

夫
我
弥
陀
以
レ

名
接
物
是
以
耳
聞
口
誦
無
辺

聖
徳
攬
二

入
誠
心
一

爰

大
将
軍
順
蓮
社
清
誉
廓
然
大
居
士
奇
哉
始

入
二

本
願
他
力
之
大
道
一

頓
證
二

廓
然
大
悟
之
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無
證
一

證
已
於
二

生
死
岸
頭
一

得
二

大
自
在
一

六
道
四
生

遊
戯
三
昧
矣

于
時
正
徳
壬
辰
年
十
一
月
二
日
酉
刻

こ
の
と
き
、
月
の
周
り
を
星
の
よ
う
な
白
い
玉
が
回
る
と
い
う
奇
瑞
が
多
く
の
人
に
目
撃
さ
れ
て
い
る

（『
有
実
記
』、『
文
昭
院
様
御
新
葬
記
』、
新
井
白
石
『
折
た
く
柴
の
記
』
岩
波
文
庫
、
一
七
七
頁
）。

第
六
項
　
将
軍
家
と
祐
天

家
宣
亡
き
あ
と
も
、
幼
い
将
軍
家
継
を
巡
る
人
々
の
信
仰
は
祐
天
に
向
け
ら
れ
た
。

家
宣
が
薨
去
し
、
綱
吉
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
正
室
ら
が
落
飾
し
た
。
そ
の
う
ち
、
天
英
院
（
家
宣

正
室
）
と
月
光
院
（
家
継
生
母
）
の
こ
と
が
伝
記
に
登
場
す
る
。

法
会
開
白
の
翌
日
、
正
徳
二
年
十
月
二
十
一
日
形
ば
か
り
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
天

英
院
も
月
光
院
も
落
飾
し
院
号
を
名
乗
っ
た
（『
有
実
記
』）。
し
か
し
、
月
光
院
は
本
当
に
落
飾
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
桂
昌
院
以
来
、
祐
天
へ
の
信
仰
は
確
実
に
奥
の
人
々
に
継
承

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。




