
小
特
集

六
角
氏
式
目
と
永
源
寺
文
書
の
研
究

㈠

中
世
史
に
お
け
る
永
源
寺
と
永
源
寺
文
書

付

長
櫃
中
世
文
書
解
題

濱

野

未

来

は
じ
め
に

本
特
集
で
は
︑
二
〇
二
三
～
二
〇
二
四
年
度
史
料
調
査
の
成
果
と
し
て
︑
永
源

寺
文
書
の
う
ち
︑
中
世
文
書
に
つ
い
て
︑
新
た
に
作
成
し
た
目
録
を
載
せ
る
と
と

も
に
︑
史
料
紹
介
お
よ
び
研
究
ノ
ー
ト
を
載
せ
て
い
る
︒
永
源
寺
文
書
と
そ
の
中

世
文
書
に
つ
い
て
は
︑﹃
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
﹄
︵
以
下
︑

﹃
報
告
書
﹄︶
お
よ
び
﹃
永
源
寺
町
史
﹄
に
て
詳
細
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
そ

れ
ら
に
拠
り
つ
つ
︑
本
稿
で
は
︑
本
特
集
の
前
提
情
報
と
し
て
︑
中
世
史
に
お
け

る
永
源
寺
お
よ
び
永
源
寺
文
書
の
位
置
づ
け
と
い
う
点
に
焦
点
を
あ
て
︑
簡
略
に

紹
介
す
る
︒
な
お
︑
永
源
寺
の
来
歴
・
永
源
寺
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑﹃
永

源
寺
町
史
﹄
の
永
源
寺
編
な
ら
び
に
通
史
編
を
参
考
と
し
た
︒
ま
た
︑
永
源
寺
文

書
及
び
永
源
寺
の
文
化
財
の
現
状
や
展
望
に
つ
い
て
は
︑
本
号
の
森
慈
尋
氏
に
よ

る
巻
頭
言
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
︒

一

中
世
に
お
け
る
永
源
寺

中
世
に
お
い
て
︑
永
源
寺
は
︑
朝
廷
・
幕
府
そ
し
て
近
江
守
護
六
角
氏
と
の
密

接
な
関
わ
り
を
有
し
て
い
た
︒
永
源
寺
の
創
建
は
延
文
六
年
︵
康
安
元
年
＝
一
三

六
一
︶
で
︑
臨
済
宗
の
高
僧
寂
室
元
光
が
六
角
氏
頼
に
請
わ
れ
た
こ
と
で
開
山
し

た
︒
後
光
厳
天
皇
か
ら
の
寂
室
を
天
龍
寺
住
持
に
任
じ
る
綸
旨
を
受
け
︑
足
利
義

詮
よ
り
公
帖
が
出
さ
れ
る
な
ど
︑
寂
室
は
朝
廷
・
幕
府
か
ら
厚
い
崇
敬
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る(

)

︒
ま
た
︑
足
利
義
満
も
永
源
寺
を
祈
願
所
と
し
て
い
る(

)

︒

1

2

創
建
翌
年
の
康
安
二
年
に
は
︑
六
角
氏
頼
か
ら
熊
原
村
が
永
源
寺
に
寄
進
さ
れ

た(

)

︒
最
も
古
い
寺
領
の
寄
進
で
あ
っ
た
こ
れ
以
降
︑
寂
室
に
帰
依
す
る
者
を
中
心

3に
土
地
が
寄
進
さ
れ
︑
永
源
寺
領
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒

明
徳
五
年
︵
一
三
九
五
︶
に
は
︑
近
江
国
内
に
散
在
す
る
寺
領
へ
の
臨
時
課
役

が
免
除
さ
れ(

)

︑
以
後
も
六
角
氏
は
永
源
寺
の
経
済
基
盤
を
保
護
す
る
た
め
の
奉
書

4

を
た
び
た
び
発
給
す
る
な
ど
︑
六
角
氏
は
永
源
寺
に
対
す
る
外
護
の
姿
勢
を
続
け

た
︒応

仁
・
文
明
の
乱
以
降
の
永
源
寺
に
つ
い
て
は
︑
五
山
僧
の
滞
在
も
特
筆
す
べ

き
で
あ
る(

)

︒
当
時
︑
戦
乱
を
避
け
る
た
め
︑
多
く
の
公
家
や
僧
侶
が
京
都
を
離
れ

5

た
が
︑
横
川
景
三
や
桃
源
瑞
仙
︑
景
徐
周
麟
ら
京
都
五
山
の
高
僧
が
永
源
寺
に
避

難
し
て
き
て
い
る
︒
こ
の
と
き
︑
彼
ら
を
保
護
し
た
の
が
小
倉
実
澄
で
あ
る
︒
こ

の
小
倉
氏
は
︑
実
澄
の
時
代
に
は
蒲
生
郡
佐
久
良
に
本
拠
を
お
き
︑
京
極
氏
に

従
っ
て
い
た
一
族
で
あ
っ
た
︒
実
澄
は
文
武
の
才
が
あ
っ
た
よ
う
で
︑
京
極
氏
の

重
臣
多
賀
高
忠
に
弓
を
︑
飛
鳥
井
雅
親
に
和
歌
や
蹴
鞠
を
学
び
︑
漢
詩
に
つ
い
て

も
︑
瑞
渓
周
鳳
か
ら
絶
賛
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
横
川
は
永
源
寺
滞
在

中
の
動
向
を
﹃
小
補
東
遊
集
﹄﹃
小
補
東
遊
後
集
﹄﹃
小
補
東
遊
続
集
﹄
に
ま
と
め

七
六
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て
い
る
︒
そ
の
後
︑
横
川
は
六
年
︑
桃
源
は
十
年
ほ
ど
こ
の
近
江
の
地
に
留
ま

り
︑
滞
在
中
も
詩
文
を
作
成
し
た
︒
戦
国
期
に
は
︑
禅
僧
等
を
介
し
て
︑
武
家
や

公
家
を
含
む
様
々
な
文
芸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
た
こ
と

は
︑
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
近
江
に
お
い
て
も
︑
永
源
寺
を
拠
点

と
し
て
文
化
的
交
流
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
特
徴
的
な
点
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
延
徳
三
年
︵
一
四
九
一
︶
か
ら
始
ま
る
室
町
幕
府
将
軍
足
利
義
材

︵
義
稙
︶
に
よ
る
六
角
高
頼
追
討
の
軍
事
行
動
の
際
に
︑
永
源
寺
は
戦
禍
を
被
る

こ
と
と
な
る
︒
明
応
元
年
︵
一
四
九
二
︶
に
永
源
寺
は
戦
火
に
よ
っ
て
堂
塔
が
悉

く
焼
失
し
た
︒
永
源
寺
が
再
建
に
取
り
掛
か
っ
た
際
に
も
︑
六
角
氏
は
永
源
寺
再

興
の
た
め
の
勧
進
に
奉
加
す
る
こ
と
を
家
臣
団
に
命
じ
る
な
ど
︑
保
護
の
姿
勢
を

見
せ
て
い
る(

)

︒
六
角
氏
に
よ
る
永
源
寺
の
外
護
は
︑
寺
院
経
営
の
面
で
も
み
ら

6

れ
︑
諸
公
事
免
除
や(

)

︑
享
禄
四
年
︵
一
五
三
一
︶
・
天
文
七
年
︵
一
五
三
八
︶
・
同
二

7

二
年
の
徳
政
実
施
の
際
︑
永
源
寺
は
そ
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る(

)

︒
ま
た
︑
天
文

8

二
三
年
に
は
︑
六
角
氏
が
永
源
寺
内
部
に
お
け
る
掟
を
定
め
て
お
り
︑
六
角
氏
側

の
意
図
と
し
て
は
寺
領
保
護
の
視
点
か
ら
定
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る(

)

︒
9

こ
の
よ
う
に
︑
永
源
寺
は
︑
地
方
寺
院
で
あ
り
な
が
ら
︑
朝
廷
・
幕
府
・
六
角

氏
・
五
山
僧
と
の
関
連
も
密
接
で
あ
り
︑
政
治
面
・
文
化
面
の
双
方
で
存
在
感
を

有
し
た
の
で
あ
る
︒

二

永
源
寺
文
書
の
中
世
史
料

近
江
地
域
に
は
︑
惣
村
文
書
や
寺
社
の
文
書
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
お
り
︑
地
域

史
は
も
ち
ろ
ん
︑
畿
内
政
治
史
に
お
い
て
も
重
要
な
史
料
群
が
散
在
し
て
お
り
︑

永
源
寺
文
書
も
そ
う
し
た
豊
富
な
史
料
群
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒

永
源
寺
文
書
の
一
部
に
つ
い
て
は
︑
は
や
く
は
﹃
近
江
蒲
生
郡
志
﹄﹃
近
江
愛

智
郡
志
﹄
な
ど
に
引
用
さ
れ
て
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
平
成
六
年
度
か
ら
九
年
度
に

か
け
て
滋
賀
県
教
育
委
員
会
に
よ
る
調
査
と
︑
そ
の
後
の
文
化
庁
に
よ
る
調
査
を

経
て
︑
文
書
群
の
全
体
像
が
明
ら
か
と
な
っ
た(

)

︒
現
在
︑
永
源
寺
文
書
と
し
て
国

10

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
文
書
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
栗
東
歴
史
民
俗
博
物

館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
︒

永
源
寺
文
書
全
体
を
概
観
す
る
と
︑
康
安
元
年
︵
延
文
六
年
＝
一
三
六
一
︶
の
永

源
寺
創
建
後
か
ら
近
世
・
近
代
に
至
る
多
く
の
文
書
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い

る
︒
中
世
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
﹃
永
源
寺
町
史

通
史
編
﹄
別
編
﹁
第
三

節
永
源
寺
町
の
文
化
財
﹂
の
永
源
寺
文
書
の
項
目
で
︑
簡
潔
明
瞭
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る(

)

︒
11

そ
の
記
述
に
も
と
づ
く
と
︑
最
古
の
年
紀
を
も
つ
史
料
は
弘
安
二
年
︵
一
二
七

九
︶
一
一
月
二
二
日
付
の
浅
井
某
畠
地
売
券
︵
こ
の
小
特
集
の
目
録
で
は
︹
浅
井
恒

清
売
券
︺︶
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
売
券
や
寄
進
状
に
つ
い
て
は
︑
六
角
氏
を
は
じ

め
と
す
る
︑
在
地
の
有
力
層
等
か
ら
の
も
の
が
複
数
残
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
創

建
後
の
中
世
文
書
の
う
ち
︑
室
町
時
代
の
も
の
は
︑
幕
府
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た

も
の
が
多
く
︑
い
ず
れ
も
守
護
不
入
・
諸
役
免
除
な
ど
永
源
寺
を
保
護
す
る
内
容

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
戦
国
時
代
に
入
る
と
︑
そ
の
大
半
が
六
角
氏

奉
行
人
奉
書
を
は
じ
め
と
す
る
六
角
氏
発
給
文
書
で
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

こ
ち
ら
も
内
容
は
︑
幕
府
発
給
文
書
と
同
様
に
︑
永
源
寺
の
保
護
政
策
に
か
か
わ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

加
え
て
後
土
御
門
天
皇
綸
旨
や
三
条
西
実
隆
書
状
な
ど
︑
中
世
史
料
と
し
て

は
︑
朝
廷
︑
幕
府
や
六
角
氏
と
の
関
連
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
も
多
い
文
書

群
と
な
っ
て
い
る
︒

三

長
櫃
中
世
文
書
解
題

小
特
集
㈠
の
論
考
で
は
永
源
寺
文
書
の
う
ち
︑
﹃
報
告
書
﹄
で
﹁
長
櫃
文
書
﹂

中
世
史
に
お
け
る
永
源
寺
と
永
源
寺
文
書

付

長
櫃
中
世
文
書
解
題

七
七
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と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
文
書
群
内
の
中
世
文
書
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
い
る
︒

そ
の
た
め
︑
長
櫃
中
世
文
書
に
つ
い
て
︑
い
ま
少
し
具
体
的
に
概
観
し
て
お
く
︒

永
源
寺
文
書
に
お
け
る
中
世
文
書
の
伝
来
や
保
存
状
況
に
つ
い
て
は
︑﹃
報
告

書
﹄
な
ら
び
に
藤
田
励
夫
氏
に
よ
る
論
考
に
詳
し
い(

)

︒﹃
報
告
書
﹄
の
総
説
に
よ

12

る
と
︑
中
世
文
書
は
︑
主
に
五
つ
の
函
に
収
め
ら
れ
︑
巻
子
や
帖
に
表
装
さ
れ
て

伝
わ
っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る(

)

︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
伝
来
状
況
か
ら
︑
函
ご
と
に
目

13

録
化
さ
れ
た
︒
こ
の
五
つ
の
函
と
は
︑
函
二
二
二
︑
函
二
三
二
︑
函
二
三
四
︑
函

二
四
六
︑
函
二
九
〇
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
主
と
な
る
五
つ
の
函

に
加
え
て
︑﹃
報
告
書
﹄
作
成
時
の
調
査
に
よ
っ
て
︑
八
四
点
の
中
世
文
書
︵
写

を
含
む
︶
が
︑
土
蔵
の
長
櫃
中
か
ら
近
世
や
近
代
の
文
書
と
混
在
し
た
か
た
ち
で

発
見
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
新
出
分
が
︑﹃
報
告
書
﹄
に
お
い
て
﹁
長
櫃
文
書
﹂
と

い
う
括
り
で
目
録
化
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
長
櫃
文
書
中
の
中
世
文
書

は
︑﹃
報
告
書
﹄
で
は
︑﹁
長
櫃
文
書

中
世

一
中
世
﹂
と
分
類
・
表
記
さ
れ
て

い
る
が
︑
本
稿
お
よ
び
本
特
集
で
は
長
櫃
中
世
文
書
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
︒

長
櫃
中
世
文
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
文
書
の
う
ち
︑﹃
報
告
書
﹄
の
目
録
番

号
長
櫃
中
世
一
〜
五
六
号
は
︑
長
櫃
に
あ
っ
た
時
点
で
す
で
に
一
括
さ
れ
た
状
態

で
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
の
一
括
さ
れ
た
文
書
は
︑
売
券
二
六
通
・
寄
進
状
四
通
・

譲
状
一
通
な
ど
︑
永
源
寺
付
近
の
土
地
の
移
動
に
関
す
る
証
文
類
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
︒
ま
た
︑
年
貢
算
用
状
や
下
行
状
な
ど
︑
永
源
寺
の
金
銭
管
理
に
関
す
る

史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
他
︑
六
角
氏
関
連
の
史
料
と
し
て
︑
六
角
義

治
書
状
写
や
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
等
留
書
な
ど
も
見
え
る
︒
な
お
︑
こ
れ
ら

の
な
か
に
は
︑
正
文
の
伝
わ
ら
な
い
文
書
の
写
等
も
含
ま
れ
て
い
る
︒

本
号
で
は
︑
長
櫃
中
世
文
書
の
う
ち
︑
永
源
寺
領
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状
︵
四

三
号
︶
︑
和
南
忠
長
・
小
倉
実
隆
連
署
書
状
案
︵
四
八
号
︶
︑
口
上
之
覚
︵
西
ヶ
峰
出

入
︶
を
中
心
と
し
た
六
六
〜
七
五
号
の
一
括
と
な
っ
て
い
る
文
書
群
︵
長
櫃
中
世

以
外
の
文
書
を
含
む
︶
︑
北
条
家
朱
印
状
写
︵
七
六
号
︶
を
取
り
上
げ
る
︒

四

永
源
寺
文
書
が
有
す
る
論
点
・
課
題

以
上
が
︑
永
源
寺
文
書
お
よ
び
中
世
文
書
の
概
要
で
あ
る
︒
今
回
の
閲
覧
調
査

な
ら
び
に
そ
の
後
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
内
で
の
検
討
に
よ
っ
て
︑
注
目
す
べ
き
史
料
や

文
書
群
の
性
質
︑
史
料
活
用
に
つ
い
て
の
課
題
点
等
が
浮
上
し
て
き
た
︒
個
々
の

史
料
や
具
体
的
な
論
点
に
つ
い
て
は
︑
各
研
究
ノ
ー
ト
・
史
料
紹
介
を
参
照
さ
れ

た
い
が
︑
こ
こ
で
は
大
き
く
二
点
を
挙
げ
て
お
く
︒
第
一
に
︑
永
源
寺
文
書
の
性

質
を
考
慮
し
て
史
料
を
再
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て

は
︑
永
源
寺
が
近
世
に
は
い
り
︑
全
国
各
地
に
多
く
の
末
寺
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
︑
そ
う
し
た
末
寺
や
そ
の
他
各
所
か
ら
文
書
を
収
集
し
て
い
た
こ
と
が
関

わ
っ
て
く
る(

)

︒
す
な
わ
ち
︑
中
世
文
書
や
中
世
の
永
源
寺
に
関
連
す
る
文
書
の
う

14

ち
︑
近
世
の
段
階
で
永
源
寺
に
移
っ
て
き
て
い
る
も
の
が
複
数
存
在
す
る
の
で
あ

る(

)

︒
文
書
に
よ
っ
て
は
末
寺
か
ら
自
主
的
に
進
上
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ

15り(

)

︑
永
源
寺
文
書
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
︑
六
角
氏
を
は
じ
め

16と
す
る
近
江
や
畿
内
の
状
況
だ
け
に
限
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
点

に
つ
い
て
は
︑
近
世
文
書
に
引
用
さ
れ
た
中
世
文
書
等
も
含
め
た
永
源
寺
文
書
全

体
を
見
通
し
て
の
検
討
な
ど
︑
多
く
の
吟
味
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
中

世
史
料
で
あ
っ
て
も
︑
永
源
寺
文
書
な
ら
で
は
の
性
質
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
分

析
が
重
要
と
な
る
こ
と
と
︑
右
の
点
が
今
後
深
め
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い

う
点
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
︒

第
二
の
点
は
︑
永
源
寺
文
書
に
関
連
す
る
既
存
の
目
録
や
自
治
体
史
・
史
料
集

の
情
報
に
修
正
・
更
新
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ

れ
は
︑
関
連
す
る
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
欣
然
た
る
問
題
で
も

あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
史
料
が
常
に
抱
え
る
問
題
で
も
あ
る
が
︑
少
し
具
体
的
に
こ
の

点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
︒

永
源
寺
文
書
に
つ
い
て
知
る
際
に
︑
ま
ず
参
照
す
べ
き
は
そ
の
史
料
目
録
で
あ
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る
が
︑
永
源
寺
文
書
に
つ
い
て
は
三
種
類
の
目
録
が
存
在
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
滋

賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
課
編
﹃
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査

報
告
書
﹄
︵
滋
賀
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
八
年
︑
以
下
﹃
報
告
書
﹄︶
︑
文
化
庁
文
化

財
部
美
術
学
芸
課
﹃
永
源
寺
文
書
目
録
﹄
︵
文
化
庁
文
化
財
美
術
学
芸
課
︑
二
〇
〇
二

年
︑
以
下
﹃
目
録
﹄︶
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
よ
る
一
九
八
七
年
一
〇
月
の
史

料
調
査(

)

時
に
作
成
さ
れ
た
目
録
︵﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
﹄
二
三
号
︑
一
九
八
九

17

年
︶
︑
の
三
点
で
あ
る
︒
文
化
庁
に
よ
る
﹃
目
録
﹄
は
︑
管
見
の
限
り
︑
国
立
国

会
図
書
館
は
じ
め
公
立
図
書
館
や
大
学
等
研
究
機
関
の
図
書
館
で
も
所
蔵
は
な

く
︑
入
手
・
閲
覧
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
︒
対
し
て
︑﹃
報
告
書
﹄
は
︑
国
立
国

会
図
書
館
︵
本
館
・
関
西
館
︶
や
全
国
の
公
立
図
書
館
の
う
ち
二
一
館
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
ほ
か
︵
二
〇
二
四
年
七
月
時
点
︶
︑
大
学
等
研
究
機
関
の
図
書
館
に
も
所

蔵
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
︵
二
〇
二
四
年
七
月
時
点
で
二
八
館
︶
︑
こ
ち
ら
の
ほ

う
が
比
較
的
閲
覧
に
容
易
い
︒
ま
た
︑﹃
目
録
﹄
は
目
録
番
号
な
ど
﹃
報
告
書
﹄

の
目
録
を
踏
襲
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
た
め
︑
ま
ず
は
﹃
報
告
書
﹄
の
参
照
が

前
提
と
な
ろ
う
︒﹃
報
告
書
﹄
は
︑
永
源
寺
文
書
内
の
各
函
や
内
容
に
よ
る
分
類

ご
と
の
総
説
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
文
書
発
見
時
の
状
態
に
つ
い
て
も
詳
細
で
あ

る
︒
加
え
て
︑
一
部
文
書
の
釈
文
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
ほ
か
︑
絵
画
・
書
跡
・
典

籍
編
の
目
録
︑
巻
末
の
資
料
編
で
は
︑
末
寺
一
覧
や
永
源
寺
周
辺
地
図
︑
歴
代
住

持
一
覧
な
ど
も
附
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
点
で
も
利
便
性
が
高
い
︒

永
源
寺
文
書
の
翻
刻
に
つ
い
て
︑
複
数
点
が
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
所
収
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
は
︑﹃
報
告
書
﹄︑﹃
永
源
寺
町
史

古
文
書
編
﹄︑﹃
戦
国
遺

文

佐
々
木
六
角
氏
編
﹄
の
三
つ
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
中
世
文
書
を
中
心
に
一
部

の
み
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄
で
は
︑
綱
文
や
書
き
下
し
︑

用
語
の
解
説
︑
原
文
書
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
加
え
︑﹃
報
告
書
﹄
の

釈
文
番
号
が
併
記
さ
れ
て
お
り
︑
非
常
に
簡
便
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
報
告
書
﹄
と

﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄
の
翻
刻
は
︑
原
文
書
で
の
改
行
箇
所
を
示
し
て
お

り
︑
原
文
書
と
の
照
合
の
際
の
便
宜
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
︒
永
源
寺
文
書
の
う

ち
︑
六
角
氏
関
連
文
書
に
つ
い
て
は
︑
﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
﹄
に
編

年
順
で
所
収
さ
れ
て
お
り
︑
六
角
氏
と
の
関
連
を
掴
む
に
は
最
適
な
史
料
集
で
あ

ろ
う
︒
こ
れ
ら
三
つ
の
文
献
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
論
重
複
す
る
史
料
も

あ
り
︑
そ
れ
ら
の
翻
刻
・
年
号
・
人
名
比
定
に
つ
い
て
は
︑
各
文
献
で
差
異
が
あ

る
場
合
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
史
料
に
よ
っ
て
は
︑
詳
細
に
内
容
を
検
討
す
る
に

あ
た
り
︑
三
者
の
情
報
を
校
合
す
る
必
要
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
状
況
か
ら
︑
よ
り
永
源
寺
文
書
を
研
究
に
活
用
し
や
す
く
す
る
こ
と
を

目
的
に
︑
東
島
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
︑﹁
永
源
寺
文
書
中
世
文
書
目
録
﹂
を
作
成
し

た
︒
た
だ
し
︑
本
目
録
の
位
置
づ
け
は
︑
新
た
な
史
料
目
録
す
な
わ
ち
別
バ
ー

ジ
ョ
ン
の
作
成
で
は
な
い
︒
既
存
情
報
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
︑
か
つ
各
目
録
・
史

料
集
等
の
情
報
へ
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
す
る
ハ
ブ
的
機
能
を
持
た
せ
た
も
の
で
あ

り
︑
い
わ
ば
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
近
い
位
置
づ
け
の
も
の
と
し
て
作
成
し
た
︒
こ

れ
ま
で
述
べ
た
史
料
情
報
の
更
新
に
関
す
る
点
に
つ
い
て
は
︑
本
目
録
の
凡
例
に

も
簡
略
な
が
ら
改
め
て
示
し
て
お
り
︑
目
録
の
詳
細
に
つ
い
て
は
そ
ち
ら
を
ご
参

照
い
た
だ
き
た
い
︒

本
特
集
で
は
︑
こ
の
目
録
に
加
え
て
︑
こ
れ
ま
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
文
書
に
つ
い
て
研
究
ノ
ー
ト
お
よ
び
史
料
紹
介
と
い
う
形
で
取
り
上
げ
て

い
る
︒
こ
れ
ら
の
目
録
と
論
考
が
︑
永
源
寺
文
書
の
活
用
の
端
緒
と
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
︒

注(

)
永
源
寺
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄
︵
永
源
寺
町
︑
二
〇
〇
二

1

年
︶
一
〇
頁
︑
同
編
﹃
永
源
寺
町
史

通
史
編
﹄
︵
東
近
江
市
︑
二
〇
〇
六
年
︶
二
六
四

︱
二
六
五
頁
︒
足
利
義
詮
公
帖
︵
康
安
二
年
二
月
一
七
日
︶︑
は
﹃
永
源
寺
町
史

永
源

寺
編
﹄
三
一
三
頁
に
所
載
︒
滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
課
編
﹃
永
源
寺

関
係
寺
院
古
文
書
等
調
査
報
告
書
﹄
︵
滋
賀
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
八
年
︑
以
下
︑

中
世
史
に
お
け
る
永
源
寺
と
永
源
寺
文
書

付

長
櫃
中
世
文
書
解
題
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﹃
報
告
書
﹄︶
函
二
三
二
・
一
号
︒
な
お
︑
足
利
義
詮
か
ら
は
そ
の
後
も
再
び
公
帖
が
だ

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
後
光
厳
天
皇
の
綸
旨
に
つ
い
て
は
︑
寺
内
の
歴
代
記
﹃
瑞
石
歴

代
雑
記
﹄
中
に
言
及
さ
れ
て
い
る
︒

(

)
室
町
幕
府
管
領
奉
書
︵
永
徳
三
年
五
月
二
八
日
︶︑
前
掲
註
(

)﹃
永
源
寺
町
史

永
源

2

1

寺
編
﹄
三
五
七
頁
所
載
︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
二
・
七
号
︒

(

)
六
角
崇
永
書
状
︵
康
安
二
年
九
月
二
日
︶︑
前
掲
註
(

)﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄

3

1

三
一
六
頁
所
載
︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
四
・
九
号
︒

(

)
六
角
満
高
書
下
︵
明
徳
五
年
七
月
四
日
︶︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
四
・
一
〇
号
︒

4(

)
小
倉
実
澄
お
よ
び
実
澄
に
よ
る
五
山
僧
と
の
交
流
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註
(

)﹃
永
源

5

1

寺
町
史

永
源
寺
編
﹄
三
三
～
四
一
頁
︑﹃
永
源
寺
町
史

通
史
編
﹄
二
七
八
～
二
八
一

頁
︑
中
川
泉
三
編
﹃
近
江
蒲
生
郡
志

巻
九
﹄﹁
第
四
編

応
仁
文
明
の
乱
﹂︵
弘
文
堂

書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑
初
出
一
九
二
二
年
︶︑﹃
近
江
愛
智
郡
志

巻
一
﹄︵
弘
文
堂
書

店
︑
一
九
八
一
年
︶︑
東
桜
谷
郷
土
志
編
集
委
員
会
編
﹃
東
桜
谷
志
﹄︵
東
桜
谷
公
民
館
︑

一
九
八
四
年
︶
等
を
参
照
︒

(

)
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︵
明
応
四
年
四
月
五
日
︶︑
前
掲
註
(

)﹃
永
源
寺
町
史

永

6

1

源
寺
編
﹄
四
三
二
︱
四
三
三
頁
︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
四
・
一
五
号
︒

(

)
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︵
天
文
一
七
年
一
二
月
一
三
日
︶︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
四
・

7

四
六
号
な
ど
︒

(

)
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︵
享
禄
四
年
一
二
月
二
日
︶︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
四
・
六
四

8

号
︑
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︵
天
文
七
年
九
月
二
三
日
︶︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
三
四
・

六
五
号
︒

(

)
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︵
天
文
二
三
年
四
月
二
三
日
︶︑
前
掲
註
(

)﹃
永
源
寺
町

9

1

史

永
源
寺
編
﹄
四
六
八
︱
四
七
〇
頁
︑﹃
報
告
書
﹄
函
二
二
二
・
二
一
号
︒
な
お
︑

﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄
四
七
二
頁
で
は
︑
六
角
氏
式
目
で
寺
院
の
自
治
を
一
程
度

認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
六
角
氏
が
︑
か
な
り
立
ち
い
っ
て
物
事
を
定
め
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
︑
異
例
と
評
価
し
て
い
る
︒

(

)
こ
れ
ら
の
成
果
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註
(

)﹃
報
告
書
﹄
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒

10

1

(

)
前
掲
註
(

)﹃
永
源
寺
町
史

通
史
編
﹄
一
二
四
八
︱
一
二
四
九
頁
︒

11

1

(

)
前
掲
註
(

)
﹃
報
告
書
﹄
三
六
四
︱
三
六
七
頁
︑
藤
田
励
夫
﹁
永
源
寺
文
書
の
伝
来
に

12

1

つ
い
て
︱
︱
中
世
文
書
を
中
心
に
﹂︵﹃
古
文
書
研
究
﹄
五
四
号
︑
二
〇
〇
一
年
︶
︒
以

下
︑
中
世
文
書
の
伝
来
状
況
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
二
点
に
拠
る
︒

(

)
前
掲
註
(

)﹃
報
告
書
﹄
三
六
九
︱
三
七
二
頁
︒

13

1

(

)
前
掲
註
(

)藤
田
論
文
︒

14

12

(

)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
本
特
集
の
佐
野
論
考
も
関
連
す
る
た
め
参
照
さ
れ
た
い
︒

15(

)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
本
特
集
の
森
下
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

16(

)
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
一
九
八
七
-
〇
四
七
︑
一
九
八
七
-
〇
四
八
︑
お
よ
び
写
真
帳
六
一

17

七
一
．
六
一
-
一
〇
五
の
第
一
～
五
冊
は
︑
こ
の
と
き
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︑
な

お
︑
同
所
が
一
九
九
九
年
二
月
に
撮
影
し
た
︑
長
櫃
中
世
文
書
︑
お
よ
び
函
二
三
三
は
︑

同
一
九
九
九
-
〇
四
八
お
よ
び
六
一
七
一
．
六
一
-
一
〇
五
の
第
六
～
七
冊
に
収
め
ら
れ

て
い
る
︒
ま
た
一
九
九
九
年
撮
影
分
に
限
っ
て
は
︑
二
〇
二
四
年
九
月
の
閲
覧
時
点
に

お
い
て
︑
所
内
端
末
よ
り

H
i-C
A
T
P
lu
s
上
の
文
書
名
一
覧
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
︒

︵
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
)

八
〇
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