
小
特
集

六
角
氏
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目
と
永
源
寺
文
書
の
研
究

㈠

｢伏
状
｣と
は
何
か
？
︱
︱
永
正
六
年
七
月

永
源
寺
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状
の
検
討
を
通
じ
て

米

田

豪

は
じ
め
に

永
源
寺
文
書
に
は
︑﹁
伏
状
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
文
書
が
遺
さ
れ
て
い
る
︵︻
写

真
１
︼
長
櫃
中
世
文
書
四
三
号
︶
︒
こ
の
﹁
伏
状
﹂
は
︑
管
見
の
限
り
永
源
寺
文
書

だ
け
で
は
な
く
︑
他
の
文
書
群
に
も
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
︑
大
変
希
少
な
史

料
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
伏
状
﹂
の
特
質
や
出
さ
れ
た
背
景
な
ど
は
い
ま
だ
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
﹃
永
源
寺
町
史
﹄
に
お
い
て
も
︑
用
語
の
解
説
に

留
ま
っ
て
い
る(

)

︒
本
稿
は
﹁
伏
状
﹂
が
出
さ
れ
た
永
正
期
の
永
源
寺
の
状
況
を
踏

1

ま
え
つ
つ
︑﹁
伏
状
﹂
と
は
な
に
か
︑
ま
た
な
ぜ
﹁
伏
状
﹂
が
出
さ
れ
た
の
か
︑

と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒

一

文
書
の
基
礎
情
報

ま
ず
︑
当
該
文
書
の
翻
刻
を
挙
げ
る
︒
な
お
︑
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
加
筆
で
あ

る
︒
︵
以
降
も
同
じ
︒︶

︻
史
料
１
︼
永
正
六
年
︵
一
五
〇
九
︶
七
月

永
源
寺
領
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状

︵
端
裏
書
︶﹁
殿
村
井
料
伏
状
﹂

永
源
寺
領
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状
之
事
︑

四
十
歩
ハ
シ
ツ
メ

三
斗
七
升
内
一
斗
七
升

左
衛
門
三
郎

二
斗

介
五
郎

合

半
廿
歩
井
田

五
斗

介
五
郎

五
十
八
歩
堂
シ
リ

八
斗

麹
衛
門

以
上
壱
石
六
斗
七
升

但
直
銭
六
百
廿
五
文
六
斗
弐
升
五
合
請
取
畢
︑

右
︑
件
井
料
事
者
︑
為
二

地
下
人
一

雖
二

毎
年
相
懸
候
一

︑

難①

レ

去
依
レ

有
二

要
用
一

︑
限
二

永
代
一
米
銭
員
数

伏
申
上
者
︑

向
後
於
二

井
水
之
事
一

如
在
儀
有
レ

之
者
︑
為
二

地
主
一

可
レ

預
二

御
違
乱
一

者
也
︑
然
間
︑
井
塞
・
川
曲
・
井
之
戸
溝

堀
︑
就
レ

井
一
切
諸
役
不
レ

可
二

申
懸
一

候
︑
於
二

後
之
子
々

孫
々
一

︑
為
二

井
水
之
諸
役
一

申
懸
仁
体
有
レ

之
ハ
︑
可
レ

為
二

盗
人
一

之
上
ハ
︑
為
二

領
主
一

堅
可
レ

被
レ

処
二

罪
科
一

者
也
︑

仍
為②

二

後
証
一

伏
状
如
レ

件
︑

新
五
左
衛
門
︵
略
押
︶

源
五
︵
略
押
︶

永
正
六
年
己巳

七
月

日

宮
内
︵
略
押
︶

源
次
︵
略
押
︶

次
郎
三
郎
︵
略
押
︶

左
近
太
郎
︵
略
押
︶

辻
衛
門
︵
略
押
︶

【史
料
１
︼
に
よ
れ
ば
︑
永
源
寺
領
で
あ
っ
た
﹁
殿
村
﹂
︵
現
在
の
滋
賀
県
東
近

七
〇
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江
市
愛
東
外
町
︶
で
は
︑
毎
年
地
下
人
に
よ
っ
て
井
料
が
か
け
ら
れ
て
い
た
︒
と

こ
ろ
が
傍
線
部
①
で
は
︑﹁
去
り
難
き
要
用
が
あ
る
﹂
た
め
︑
米
銭
を
伏
せ
た
こ

と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑
地
下
人
に
よ
る
井
料
徴
収
の
禁
止
に
該
当
す

る
︒
対
象
と
な
っ
た
井
田
の
合
計
が
﹁
壱
石
六
斗
七
升
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し

﹁
直
銭
六
百
廿
五
文
六
斗
弐
升
五
合
﹂
を
地
下
人
が
受
け
取
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ

と
か
ら
︑
対
象
地
域
の
井
料
徴
収
権
に
つ
い
て
︑
売
買
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
︒

【史
料
１
︼
に
は
︑
取
引
成
立
後
の
行
動
に
つ
い
て
も
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま

ず
︑
地
下
人
は
井
塞
・
川
曲
・
井
の
戸
溝
堀
な
ど
︑
井
に
つ
い
て
は
一
切
諸
役
を

懸
け
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
誓
約
さ
れ
る
︒
ま
た
子
々
孫
々
に
お
い
て
︑
井
水
の

諸
役
と
し
て
懸
け
る
人
が
い
れ
ば
︑
盗
人
と
同
前
で
あ
る
た
め
︑
領
主
は
厳
し
く

処
罰
を
下
す
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
登
場
す
る
﹁
領
主
﹂
は
︑
殿
村

の
領
主
で
あ
る
永
源
寺
を
指
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
殿
村
の
地
下
人
と
井

料
徴
収
権
の
取
引
を
行
っ
た
相
手
は
︑
永
源
寺
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
対
象

と
な
る
井
田
に
相
当
す
る
﹁
直
銭
﹂
を
永
源
寺
が
支
払
っ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
︑

井
料
の
徴
収
権
の
売
買
が
殿
村
の
地
下
人
と
永
源
寺
の
間
で
実
施
さ
れ
︑
永
源
寺

が
今
後
井
料
の
徴
収
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
証
拠
文
書

と
し
て
だ
さ
れ
た
の
が
︑﹁
伏
状
﹂
で
あ
る
︻
史
料
１
︼
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
差
出
に
記
さ
れ
て
い
る
﹁
新
五
左
衛
門
﹂
ら
七
人
の
素
性
は
不
明
だ

が
︑
井
料
徴
収
権
を
め
ぐ
る
永
源
寺
と
の
交
渉
に
登
場
し
て
い
る
点
か
ら
︑
地
下

人
の
代
表
者
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒

二

伏
状
の
性
質

一
で
確
認
し
た
文
書
内
容
か
ら
︑﹁
伏
状
﹂
と
は
証
拠
文
書
の
一
種
で
あ
り
︑

徴
収
権
の
売
買
の
際
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
と
い
え
る
︒
ま
た
﹁
伏
状
﹂
と

い
う
種
類
の
文
書
が
︑
遅
く
と
も
戦
国
初
期
ま
で
に
は
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

指
摘
で
き
よ
う
︒

次
に
こ
の
﹁
伏
状
﹂
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
る
︒
重
要
な
の
は
︑
な
ぜ
﹁
伏

｢伏
状
﹂
と
は
何
か
？

︱
︱

永
正
六
年
七
月

永
源
寺
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状
の
検
討
を
通
じ
て

七
一
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状
﹂
と
い
う
名
称
な
の
か
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒︻
史
料
１
︼
を
載
せ
る
﹃
永
源

寺
町
史
﹄
に
は
︑﹁
伏
状
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒

米
銭
を
納
め
て
検
注
帳
に
登
録
せ
ず
︑
免
租
の
扱
い
を
う
け
た
田
畠
を
伏

田
︑
伏
畠
と
い
う
︒
ま
た
納
め
る
米
銭
を
伏
料
と
も
い
う
︒
伏
せ
る
と
い
う

語
の
意
味
と
し
て
︑
検
注
帳
に
登
録
さ
れ
る
よ
う
な
目
に
見
え
る
状
態
か
ら

隠
さ
れ
た
状
態
に
す
る
こ
と
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑

毎
年
井
料
を
懸
け
て
い
た
が
︑
対
価
を
請
け
取
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
井
に
つ

い
て
い
っ
さ
い
の
諸
役
を
懸
け
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
勘
案
す

る
と
地
下
人
が
井
料
の
徴
収
権
を
永
源
寺
へ
売
り
渡
し
た
た
め
︑
井
料
の
徴

収
を
自
ら
伏
せ
る
︑
放
棄
す
る
と
い
う
意
に
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う(

)

︒
2

こ
こ
で
は
﹁
伏
せ
る
﹂
と
い
う
意
味
に
注
目
し
︑﹁
伏
田
・
伏
畠
﹂
が
検
注
帳

か
ら
隠
さ
れ
た
状
態
に
な
っ
た
点
を
参
考
に
︑﹁
伏
状
﹂
の
意
味
を
検
討
し
て
い

る
︒︻
史
料
１
︼
で
は
︑
地
下
人
が
﹁
米
銭
﹂
を
伏
せ
る
こ
と
を
申
告
し
て
い
る

が
︑
こ
れ
は
検
注
帳
に
︑﹁
米
銭
﹂
の
登
録
を
行
わ
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
︒
よ
っ
て
︑
本
来
地
下
人
が
徴
収
す
る
は
ず
の
﹁
米
銭
﹂
を
自
ら
伏
せ
る
と
い

う
こ
と
は
︑
地
下
人
の
井
料
徴
収
権
が
放
棄
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
は
︑﹃
永
源
寺
町
史
﹄
の
解
説
の
通
り
と
い
え
る
︒
一
方
︑

地
下
人
と
永
源
寺
の
間
で
売
買
が
行
わ
れ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
︑
ど
の
よ

う
に
評
価
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
検
討
す
べ
き
は
︑
徴
収
権
の
授
受
を
行
う
当
事
者
間
の
関
係
で
あ
る
︒

中
世
に
お
け
る
受
け
渡
し
に
関
す
る
文
書
と
し
て
は
︑﹁
売
券
﹂
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

売
券
は
︑
基
本
的
に
土
地
の
所
有
権
や
職
を
取
引
す
る
際
に
︑
証
拠
文
書
と
し
て

作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る(

)

︒
こ
れ
に
対
し
︻
史
料
１
︼
は
土
地
で
は
な
く
︑
井
料

3

と
い
う
税
の
徴
収
権
が
取
引
の
対
象
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
寺
家
と
地
下
人
の
間

で
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
点
を
踏
ま
え
る
と
︑
授
受
を
行
う
当
事
者
が
﹁
支
配
者

︱
被
支
配
者
﹂
の
関
係
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
お
そ
ら
く
取
引
対
象
物
を
﹁
伏
せ

る
﹂
と
い
う
行
為
も
︑﹁
支
配
者
︱
被
支
配
者
﹂
間
で
の
み
成
立
す
る
も
の
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
支
配
者
︱
被
支
配
者
﹂
間
で
取
引
が
行
わ
れ
た
こ
と

が
︑﹁
伏
状
﹂
の
作
成
条
件
の
ひ
と
つ
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

｢伏
状
﹂
と
﹁
売
券
﹂
は
譲
渡
す
る
側
に
対
価
が
支
払
わ
れ
る
点
で
は
共
通
す

る
が
︑
当
事
者
間
に
﹁
支
配
者
︱
被
支
配
者
﹂
の
関
係
を
必
要
と
す
る
か
否
か
と

い
う
点
で
︑
大
き
く
異
な
る
︒
売
券
は
必
ず
し
も
当
事
者
間
の
関
係
に
縛
ら
れ
な

い
が
︑﹁
伏
状
﹂
に
は
そ
れ
が
存
在
す
る
︒︻
史
料
１
︼
の
取
引
の
対
象
は
税
の
徴

収
権
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
以
外
の
取
引
で
も
︑
発
給
さ
れ
る
証
拠
文
書
が
﹁
伏

状
﹂
に
な
る
可
能
性
は
大
い
に
秘
め
て
い
た
だ
ろ
う
︒

三

井
料
と
寺
家

井
料
と
は
︑
灌
漑
施
設
の
使
用
者
に
課
せ
ら
れ
た
税
と
い
う
意
味
と
︑
灌
漑
施

設
の
整
備
の
た
め
に
百
姓
を
使
役
し
た
際
︑
領
主
か
ら
支
給
さ
れ
た
費
用
と
い
う

意
味
を
持
つ(

)

︒
こ
の
両
義
的
な
井
料
に
関
す
る
交
渉
が
︑
寺
家
と
地
下
人
の
間
で

4

は
行
わ
れ
て
い
た
︒

例
え
ば
東
寺
領
で
あ
っ
た
山
城
国
上
久
世
荘
で
は
︑
応
永
一
〇
年
︵
一
四
〇
三
︶

や
同
三
四
年
︵
一
四
二
七
︶
に
︑
東
寺
と
地
下
人
の
間
で
井
料
徴
収
を
巡
る
交
渉

が
行
わ
れ
た(

)

︒
高
木
純
一
氏
は
こ
れ
ら
の
交
渉
に
つ
い
て
︑
地
下
人
が
東
寺
に
よ

5

る
井
料
の
下
行
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
他
所
﹂
へ
の
井
料
賦
課
の
承
認
を
獲
得
す
る

動
き
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る(

)

︒
地
下
人
と
領
主
と
の
間
で
交
渉
が
生
じ
て
お
り
︑

6

そ
の
内
容
が
井
料
を
巡
る
問
題
で
あ
っ
た
点
は
︑︻
史
料
１
︼
を
考
え
る
う
え
で

も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

残
念
な
が
ら
︻
史
料
１
︼
の
関
連
史
料
は
永
源
寺
文
書
内
に
残
さ
れ
て
い
な
い

七
二
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た
め
︑
上
記
で
み
た
井
料
を
巡
る
寺
家
と
百
姓
の
関
係
が
該
当
す
る
か
は
不
明
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑︻
史
料
１
︼
の
作
成
背
景
が
永
源
寺
と
地

下
人
に
よ
る
井
料
交
渉
の
産
物
で
あ
っ
た
場
合
︑
上
久
世
荘
で
は
見
ら
れ
な
い
交

渉
内
容
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
い
え
る
︒
上
久
世
荘
の
場
合
は
︑
地
下
人
が
井

料
徴
収
権
を
保
持
す
る
前
提
で
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
が
︑
永
源
寺
の
場
合
は
徴
収

権
そ
の
も
の
の
交
渉
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
井
料
を
通
じ
て
中
世
の
﹁
領
主

︱
地
下
人
﹂
関
係
を
検
討
す
る
う
え
で
︑︻
史
料
１
︼
は
重
要
な
検
討
対
象
と
な

り
う
る
だ
ろ
う
︒

四

永
源
寺
に
よ
る
井
料
徴
収
権
獲
得
の
背
景
と
意
義

前
項
ま
で
に
︑﹁
伏
状
﹂
の
特
質
に
つ
い
て
の
見
解
は
示
し
た
︒
そ
の
一
方
で
︑

井
料
徴
収
権
の
取
引
が
行
わ
れ
た
背
景
︑
つ
ま
り
︻
史
料
１
︼
の
作
成
背
景
に
つ

い
て
は
︑
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
︒

こ
の
点
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
が
︑
永
源
寺
が
井
料
徴
収
権
を
獲
得
し
た

と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
永
源
寺
は
地
下
人
と
わ
ざ
わ
ざ
交
渉
を
し
︑
徴
収

権
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︒
こ
こ
で
は
︑
永
源
寺
側
の
当
時
の

状
況
か
ら
︑︻
史
料
１
︼
の
作
成
背
景
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

明
応
元
年
︵
一
四
九
二
︶
九
月
に
︑
永
源
寺
の
堂
塔
が
六
角
氏
征
伐
の
戦
火
に

よ
っ
て
焼
失
し
た(

)

︒
そ
の
た
め
永
源
寺
は
再
建
に
奔
走
す
る
こ
と
に
な
り
︑
直
後

7

か
ら
六
角
氏
に
よ
る
支
援
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
明
応
四
年
︵
一

四
九
六
︶
に
は
永
源
寺
再
興
の
た
め
︑
六
角
高
頼
が
家
臣
団
に
勧
進
に
参
加
す
る

こ
と
を
命
じ
て
い
る(

)

︒
ま
た
同
年
九
月
二
六
日
に
出
さ
れ
た
後
土
御
門
天
皇
綸
旨

8

で
は
︑
永
源
寺
再
興
の
た
め
︑
同
寺
を
円
覚
寺
の
上
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る(

)

︒
六
角
氏
だ
け
で
は
な
く
︑
朝
廷
か
ら
も
永
源
寺
再
興
の
た
め
の
援
助
が
行
わ

9れ
て
い
た
事
実
は
︑
永
源
寺
自
身
で
は
立
て
直
せ
な
い
深
刻
な
財
政
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

で
は
︑
そ
の
後
永
正
期
前
半
に
お
け
る
永
源
寺
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
実
態
を
示
す
史
料
と
し
て
︑
次
の
︻
史
料
２
︼
を
掲
げ
る
︒

︻
史
料
２
︼
永
正
八
年
︵
一
五
一
一
︶
三
月
二
六
日
六
角
氏
奉
行
人
奉
書

飯③

高
諸
寺
庵
領
諸
公
事
御
免
許
之
被
レ

成
二

御
判
一

之
間
︑
不
レ

可
レ

混
二

自

余
一

免
二

除
之
一

由
︑
去
永
正
四
年
重
而
雖
レ

被
レ

成
二

奉
書
一

︑
猶
以
無
二

承

引
一

百
姓
令
二

譴
責
一云
々

︑
言
語
道
断
之
次
第
也
︑
太
好
招
二

罪
科
一

歟
︑
所
詮

不
レ

寄
二

公
私
一

︑
被④

官
向
後
催
促
者
在
レ

之
者
︑
不
日
為
二

其
在
所
一

搦
捕
可

レ

出
︑
若⑤

此
儀
於
二

菟〔兎
〕

角
難
渋
一

者
︑
失
墜
等
之
事
︑
為
二

名
主
沙
汰
人
中
一

可

レ

弁
之
由
被
二

仰
出
一

候
也
︑
仍
執
達
如
レ

件
︑

永
正
八
年
三
月
廿
六
日

高
祐
︵
花
押
︶

頼
安

(
三
上
)

︵
花
押
︶

在
々
所
々

名
主
沙
汰
人
百
姓
中(

)
10

【史
料
２
︼
は
︑
六
角
氏
家
臣
か
ら
永
源
寺
を
中
心
と
す
る
﹁
飯
高
諸
寺
庵
領
﹂

内
の
村
々
の
百
姓
ら
に
通
達
し
た
書
状
で
あ
る
︒
傍
線
部
③
に
は
︑﹁
飯
高
諸
寺

庵
領
﹂
の
諸
公
事
が
六
角
氏
に
よ
っ
て
免
除
さ
れ
て
お
り
︑
既
に
永
正
四
年
︵
一

五
〇
七
︶
に
も
そ
の
旨
を
明
記
し
た
奉
書
が
再
度
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
永
正
四
年
以
前
に
定
め
ら
れ
た
六
角
氏
か
ら
の
諸
公
事
免
除

が
︑
四
年
を
経
て
も
未
だ
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
六

角
氏
の
被
官
の
中
に
は
︑
百
姓
ら
を
責
め
立
て
て
公
事
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
者

が
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
今
後
違
反
者
が
出
た
場
合
は
す
ぐ
に
こ
れ
を
搦

め
捕
り
︵
傍
線
部
④
︶
︑﹁
も
し
こ
の
儀
︑
兎
角
難
渋
に
お
い
て
は
﹂︑﹁
名
主
沙
汰

人
中
﹂
が
代
わ
り
に
収
め
る
よ
う
明
記
さ
れ
て
い
る
︵
傍
線
部
⑤
︶
︒﹁
こ
の
儀
︑

｢伏
状
﹂
と
は
何
か
？

︱
︱

永
正
六
年
七
月

永
源
寺
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状
の
検
討
を
通
じ
て
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兎
角
難
渋
に
お
い
て
﹂
の
箇
所
は
︑
違
反
者
に
よ
っ
て
責
め
立
て
ら
れ
た
た
め

に
︑
百
姓
が
諸
公
事
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
状
況
を
指
す
︒
す
な
わ

ち
︑
永
正
四
年
の
奉
書
以
降
︑
百
姓
ら
が
諸
公
事
を
収
め
る
対
象
は
︑
六
角
氏
で

は
な
く
永
源
寺
で
あ
っ
た
︒︻
史
料
２
︼
は
︑
百
姓
が
永
源
寺
に
諸
公
事
を
収
め

る
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
文
書
と
い
え
る
︒

村
井
祐
樹
氏
に
よ
る
と
︑︻
史
料
２
︼
は
︑
永
源
寺
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
発
給
さ
れ
た
奉
書
で
あ
り
︑
永
源
寺
が
六
角
氏
権
力
を
必
要
と
し
て
い
た
証
左

で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る(

)

︒
つ
ま
り
︻
史
料
２
︼
か
ら
は
︑
永
源
寺
が
六
角
氏
の

11

保
護
を
受
け
た
と
い
う
評
価
が
で
き
る
一
方
で
︑
諸
公
事
を
免
除
し
な
け
れ
ば
さ

ら
に
衰
退
す
る
と
い
う
永
源
寺
の
危
機
感
も
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

【史
料
２
︼
傍
線
部
③
で
み
た
と
お
り
︑
永
正
四
年
以
前
か
ら
既
に
六
角
氏
か

ら
の
諸
公
事
が
免
除
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
明
応
元
年
の
堂

塔
焼
失
か
ら
間
も
な
い
段
階
で
︑
六
角
氏
は
永
源
寺
に
対
す
る
諸
公
事
を
免
除
し

て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る(

)

︒
永
正
四
年
奉
書
お
よ
び
︻
史
料
２
︼
は
︑
明
応

12

年
間
以
降
︑
六
角
氏
に
よ
る
永
源
寺
へ
の
諸
公
事
免
除
の
維
持
が
継
続
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
六
角
氏
に
よ
る
永
源
寺
に
対
す
る
支
援
が
継

続
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
方
︑
約
二
〇
年
経
っ
て
も
︑
永
源
寺
の
財
政
基
盤

が
依
然
不
安
定
な
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
︒
村
井
氏
の
指
摘
で

は
︑
永
源
寺
に
よ
る
働
き
か
け
に
よ
っ
て
︻
史
料
２
︼
が
発
給
さ
れ
た
と
す
る

が
︑
そ
の
背
景
に
は
堂
塔
消
失
以
降
の
永
源
寺
の
財
政
状
況
悪
化
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒︻
史
料
１
︼
に
み
ら
れ
る
永
源
寺
と
地
下
人
に
よ
る
井
料
徴
収
権
の
取
引

は
︑
永
正
四
年
奉
書
と
︻
史
料
２
︼
の
間
に
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
点
を
踏
ま
え
︑︻
史
料
１
︼
に
お
け
る
井
料
徴
収
権
の

取
引
が
行
わ
れ
た
経
緯
を
示
す
と
︑
以
下
の
通
り
と
な
ろ
う
︒
六
角
氏
征
伐
の
被

害
を
受
け
︑
不
安
定
な
財
政
状
況
に
陥
っ
た
永
源
寺
は
︑
六
角
氏
や
朝
廷
か
ら
の

支
援
を
受
け
る
一
方
で
︑
自
ら
も
財
政
の
立
て
直
し
を
図
っ
た
︒
一
つ
が
︑
六
角

氏
か
ら
の
諸
公
事
を
免
除
し
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
り
︑
明
応
年
間
以
降
に
は
成

立
︑
さ
ら
に
永
正
四
年
奉
書
に
お
い
て
も
再
度
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

そ
し
て
も
う
一
つ
が
︑︻
史
料
１
︼
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
井
料
な
ど
の
徴
収
権

の
確
保
で
あ
っ
た
︒
地
下
人
と
の
取
引
に
お
い
て
︑
永
源
寺
は
﹁
直
銭
﹂
を
支
払

う
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
長
期
的
に
井
料
を
徴
収
す
る
方
が
︑
財
政
状
況
が
改
善
で

き
る
と
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︻
史
料
１
︼
は
︑
永
源
寺
に
よ
る
財
政
政

策
の
一
環
を
示
す
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
過
程
で
出
さ
れ
た
証
拠
文
書
だ
と
評
価
で

き
る
︒
永
源
寺
が
殿
村
以
外
の
支
配
地
域
︑
お
よ
び
井
料
以
外
の
徴
収
権
の
確
保

を
図
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
実
施
し
て
い
た
可
能
性
は
考
慮
す
べ
き
だ

ろ
う
︒

【史
料
２
︼
の
発
給
に
よ
っ
て
︑
六
角
氏
か
ら
の
永
源
寺
へ
の
諸
公
事
の
免
除

が
継
続
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
︑
百
姓
か
ら
の
永
源
寺
へ
の
諸
公
事
の
徴
収

も
改
め
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
村
井
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
︑
永

源
寺
は
明
応
期
の
堂
塔
焼
失
以
降
︑
積
極
的
に
財
源
確
保
に
努
め
て
い
た
と
い
え

よ
う
︒︻
史
料
１
︼
は
︑
財
政
難
に
陥
っ
た
永
源
寺
が
︑
現
状
打
破
の
た
め
に
奔

走
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
し
て
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
︒

む
す
び
に
か
え
て

本
稿
で
は
︑︻
史
料
１
︼
の
﹁
伏
状
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
性
質
や
作
成
背
景
に

対
す
る
若
干
の
検
討
を
行
っ
た
︒
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
現
状
他
の
文
書
か

ら
は
﹁
伏
状
﹂
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
た
め
︑
性
質
な
ど
は
や
や
推
測
に
拠
る

と
こ
ろ
が
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
井
料
を
巡
る
交
渉
が
地
下
人
と
寺
家
の
間
で

行
わ
れ
て
い
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
︑﹁
伏
状
﹂
は
他
の
地
域
で
も
存
在
し
て
い

た
可
能
性
は
高
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
交
渉
の
経
緯
を
示
す
証
拠
文
書
と
し
て
残
さ

れ
て
い
る
点
は
︑
他
の
事
例
検
討
に
も
少
な
か
ら
ず
寄
与
で
き
よ
う
︒﹁
寺
家
︱
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地
下
人
﹂
間
の
関
係
を
含
め
︑
今
後
の
研
究
に
様
々
な
影
響
を
与
え
う
る
存
在
で

あ
る
︒

ま
た
︻
史
料
１
︼
そ
の
も
の
の
作
成
背
景
に
つ
い
て
は
︑
明
応
か
ら
永
正
期
に

お
け
る
永
源
寺
の
財
政
状
況
を
踏
ま
え
た
指
摘
を
行
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
六
角
氏
征

伐
に
よ
る
被
害
に
よ
っ
て
財
政
難
に
陥
っ
た
永
源
寺
が
︑
外
部
の
支
援
だ
け
で
は

な
く
︑
自
ら
も
財
源
確
保
に
奔
走
し
て
お
り
︑
そ
の
成
果
の
一
つ
が
︻
史
料
１
︼

に
み
ら
れ
る
徴
収
権
の
確
保
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
指
摘
は
永
源

寺
側
の
状
況
の
み
を
鑑
み
た
も
の
で
あ
り
︑
取
引
対
象
で
あ
っ
た
殿
村
︑
お
よ
び

他
の
支
配
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
は
踏
ま
え
て
い
な
い
︒
こ
の
点
も
含
め
た
︻
史

料
１
︼
の
評
価
を
行
う
こ
と
が
︑
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒

註(

)
『永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄︵
永
源
寺
町
︑
二
〇
〇
二
年
︶
四
四
三
︱
四
四
七
頁
参
照
︒

1(

)
前
掲
註
(

)書
四
四
六
頁
参
照
︒

2

1

(

)
佐
藤
進
一
﹃
新
版
古
文
書
学
入
門
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
九
七
年
︑
初
出
一
九
七

3

一
年
︶︒

(

)
前
掲
註
(

)書
四
四
六
頁
参
照
︒

4

1

(

)
｢東
寺
鎮
守
八
幡
宮
供
僧
評
定
引
付
﹂
応
永
一
〇
年
四
月
五
日
条
︵
東
寺
百
合
文
書
ワ
函

5

一
八
号
︑
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
東
寺
百
合
文
書
Ｗ
Ｅ
Ｂ

h
ttp
s:/
/
h
y
a
k
u
g
o
.

p
re
f.k
y
o
to
.lg
.jp
/
co
n
te
n
ts/
d
e
ta
il.p
h
p
?id
=
4
6
8
1︶︑
応
永
三
四
年
六
月
二
日
条
︵
東

寺
百
合
文
書
ワ
函
四
一
号
︑
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
東
寺
百
合
文
書
Ｗ
Ｅ
Ｂ

h
ttp
s:/
/
h
y
a
k
u
g
o
.p
re
f.k
y
o
to
.lg
.jp
/
co
n
te
n
ts/
d
e
ta
il.p
h
p
?
id
=
4
7
0
4︶
︑
い
ず
れ
も

最
終
閲
覧
日
は
二
〇
二
四
年
八
月
一
九
日
︒

(

)
高
木
純
一
﹁
山
城
国
上
久
世
荘
に
お
け
る
﹁
荘
家
の
一
揆
﹂
と
損
免
・
井
料
﹂
︵
同
﹃
中

6

世
後
期
の
京
郊
荘
園
村
落
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
一
年
︑
初
出
二
〇
一
七
年
︶
一
六

二
︱
一
六
三
頁
参
照
︒

(

)
｢瑞
石
歴
代
雑
記

巻
之
四
﹂︵
前
掲
註
(

)書
六
三
二
頁
︶︒

7

1

(

)
明
応
四
年
四
月
五
日
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︵
永
源
寺
文
書
︑
函
二
三
四
・
一
五
号
︑

8

村
井
祐
樹
編
﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
︵
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
︶
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑

二
〇
一
六
年
︑
初
版
二
〇
〇
九
年
︶
八
七
号
︑
以
降
﹃
遺
文
﹄
と
略
す
︶︒

(

)
永
源
寺
文
書
︑
函
二
九
〇
・
一
号
︒

9(

)
永
源
寺
文
書
︑
函
二
三
四
・
四
〇
号
︑﹃
遺
文
﹄
一
七
五
号
︒
な
お
︻
史
料
２
︼
と
同
内

10

容
の
文
書
が
︑
同
日
付
で
六
角
氏
家
臣
の
伊
庭
貞
隆
か
ら
も
発
給
さ
れ
て
い
る
︵
永
源

寺
文
書
︑
函
二
三
四
・
三
三
号
︑﹃
遺
文
﹄
一
七
六
号
︶︒

(

)
村
井
祐
樹
﹁
佐
々
木
六
角
氏
の
発
給
文
書
と
領
国
﹂
︵
同
﹃
戦
国
大
名
佐
々
木
六
角
氏
の

11

基
礎
的
研
究
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︑
初
出
二
〇
一
一
年
︶
二
五
六
︱
二
五
七

頁
参
照
︒

(

)
永
正
四
年
以
前
に
お
け
る
六
角
氏
に
よ
る
永
源
寺
へ
の
諸
公
事
免
除
を
示
唆
さ
せ
る
史

12

料
と
し
て
︑
明
応
二
年
︵
一
四
九
三
︶
九
月
八
日
伊
庭
貞
隆
書
状
案
︵
永
源
寺
文
書
︑

函
二
二
二
・
一
八
号
︑﹃
遺
文
﹄
八
一
号
︶︑
文
亀
二
年
︵
一
五
〇
二
︶
六
月
二
日
六
角

氏
奉
行
人
連
署
奉
書
永
源
寺
文
書
︑
函
二
三
四
・
五
〇
号
︑
﹃
遺
文
﹄
一
一
五
号
︶
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
︒
諸
公
事
免
除
の
具
体
的
内
容
や
︑
永
源
寺
に
対
す
る
六
角
氏
の
姿
勢

な
ど
に
つ
い
て
は
︑
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
︒

︵
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
)

｢伏
状
﹂
と
は
何
か
？

︱
︱

永
正
六
年
七
月

永
源
寺
分
殿
村
井
田
井
料
伏
状
の
検
討
を
通
じ
て

七
五
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