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『
福
聚
山
史
』
を
読
む
前
に

　

こ
の
た
び
、
常
円
寺
の
歴
史
を
ま
と
め
た
『
福
聚

山
史
』
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
「
季
報
」
と

と
も
に
み
な
さ
ん
の
お
手
元
に
届
い
て
い
る
か
と
思

い
ま
す
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
ゆ
っ
く
り
読

ん
で
い
た
だ
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
概
要
を
ま

と
め
ま
し
た
。
読
ん
で
い
た
だ
く
上
で
の
一
助
と
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。　

◇
い
ま
に
息
づ
く
「
伝
承
」
の
大
切
さ

第
一
章
「
常
円
寺
の
草
創
」
は
、
常
円
寺
が
か
つ

て
あ
っ
た
と
さ
れ
る
幡
ヶ
谷
の
地
を
歩
き
、
聞
き
取

り
調
査
を
し
た
成
果
が
大
き
な
柱
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
常
円
寺
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ

せ
る
史
跡
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
残
っ
た
下
寺
を
支

え
た
人
物
が
今
で
も
常
円
寺
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
代
々
言
い
伝
え

ら
れ
て
き
た
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
承
」
は
、
は
っ
き
り

し
な
い
こ
と
、
不
確
定
な
部
分
を
も
っ
て
い
ま
す
の

で
慎
重
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
、
今
現
在
ま
で
そ
の
土
地
に
住
む
人
た
ち
の

口
々
に
伝
え
ら
れ
、
記
憶
と
し
て
残
さ
れ
て
き
た
こ

と
は
、
た
と
え
文
字
と
し
て
残
っ
て
い
て
も
誰
の
目

に
触
れ
る
こ
と
な
い
史
料
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
伝
承

が
今
も
そ
の
地
域
の
人
々
と
と
も
に
息
づ
い
て
い
る

と
い
う
点
で
は
貴
重
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

◇
江
戸
期
の
お
寺
は
学
問
が
重
要
だ
っ
た

第
二
章「
江
戸
時
代
の
常
円
寺
」で
は「
本
寺
末
寺
」

「
檀
林
」「
法
縁
」
な
ど
、
お
寺
の
者
で
な
い
と
な
か

な
か
わ
か
り
に
く
い
内
容
で
す
が
、
お
坊
さ
ん
が
檀

林
と
い
う
学
校
に
入
り
、
ど
の
よ
う
に
学
問
を
修
め

た
か
が
秩
序
を
形
作
る
大
き
な
要
素
で
し
た
。
こ
れ

は
一
見
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
お
坊
さ

ん
と
し
て
ど
れ
だ
け
勉
強
し
て
い
た
か
と
い
う
修
学

の
深
度
に
よ
っ
て
僧
侶
や
お
寺
の
地
位
が
、
今
で
は

考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
厳
し
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
つ
ま
り
「
学
問
」
が
今
よ
り
も
遥
か
に
重
要
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
今
の
お
寺
、
僧
侶
を
省
み
る
意
味

で
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に

常
円
寺
の
歴
代
住
職
は
、
中
村
檀
林
で
高
位
の
学
位

に
あ
っ
た
僧
ば
か
り
で
、
ま
た
、
そ
の
住
職
の
下
、

常
円
寺
で
学
ん
で
か
ら
檀
林
に
入
学
し
て
い
た
、
地

方
出
身
の
修
行
僧
が
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
、
常

円
寺
が
江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
僧
侶
育
成
の
一
端
を

担
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

◇
新
し
い
社
会
と
ど
う
つ
な
が
る
か

第
三
章
「
明
治
・
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
常
円
寺
」

は
、
明
治
維
新
以
降
、
国
と
社
会
の
あ
り
か
た
が
ど

ん
ど
ん
と
変
化
し
て
い
く
渦
中
で
の
、
僧
侶
が
社
会

の
一
員
と
し
て
ど
の
よ
う
に
社
会
と
つ
な
が
ろ
う
か

と
模
索
し
て
い
た
す
が
た
を
、
こ
の
時
期
の
住
職
か

ら
み
て
い
ま
す
。
明
治
以
降
の
日
本
の
社
会
へ
の
欧

米
の
文
化
・
学
問
の
流
入
の
な
か
で
、
僧
侶
も
「
洋

学
」
を
学
び
、
そ
の
成
果
が
社
会
で
の
活
動
の
一
つ

の
基
礎
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、「
檀

林
」
が
消
滅
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
新
政
府
の
中
で

許
容
さ
れ
る
僧
侶
の
教
育
機
関
創
設
や
、
か
つ
て
の

「
法
縁
」
を
基
礎
と
し
た
奨
学
金
制
度
な
ど
、
新
し

い
僧
侶
の
育
成
の
か
た
ち
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

僧
侶
と
し
て
仏
教
・
法
華
経
の
弘
教
を
根
本
と
し
な

が
ら
、
西
洋
の
学
問
に
も
触
れ
救
癩
や
免
囚
保
護
な

ど
の
事
業
活
動
を
通
じ
て
社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
く
、

常
円
寺
の
歴
代
住
職
の
特
色
と
も
い
え
ま
す
。

◇
常
円
寺
の
「
復
興
」

第
四
章
「
戦
後
復
興
か
ら
現
代
の
常
円
寺
」
は
、

空
襲
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
当
山
の
復
興
を
た
ど
り
ま

し
た
。
そ
れ
ら
は
当
然
、
建
物
や
境
内
の
再
建
が
第

一
で
す
が
、
そ
れ
と
と
も
に
京
都
本
山
の
再
興
、
幼

稚
園
の
創
設
、
ア
メ
リ
カ
で
の
別
院
建
立
な
ど
、
新

宿
の
外
へ
も
展
開
し
て
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
つ
ま

り
常
円
寺
の
「
復
興
」
は
寺
内
の
復
元
だ
け
で
は
な

く
、
新
し
い
社
会
で
の
常
円
寺
の
役
割
を
見
定
め
な

が
ら
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

◇
い
ま
の
す
が
た
を
き
ち
ん
と
知
る

そ
し
て
、第
五
章
「
常
円
寺
の
『
今
と
こ
れ
か
ら
』」

で
は
、
い
ま
常
円
寺
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
り
、

な
に
が
行
わ
れ
、
目
指
し
て
い
る
の
か
、
私
た
ち
が

目
に
し
、
耳
に
し
て
い
る
常
円
寺
の
「
い
ま
」
を
ま

と
め
ま
し
た
。「
歴
史
と
は
過
去
と
現
在
と
の
対
話

で
あ
る
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、過
去
に
よ
っ

て
今
が
あ
る
と
い
う
、
そ
の
「
い
ま
」
を
き
ち
ん
と

知
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
何
を
す
べ
き
か
、

と
い
う
こ
と
を
い
か
に
意
識
し
て
い
る
か
、
と
い
う

思
い
で
書
い
て
あ
り
ま
す
。

◆
史
料
に
残
ら
な
く
て
も
…
…　

　
『
福
聚
山
史
』
は
、『
季
報
』
誌
上
で
平
成
十
三
年

七
月
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
た
こ
の
「
福
聚
山
史
」
が

そ
の
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
二
つ
の
『
福
聚
山
史
』

は
、
い
ず
れ
も
常
円
寺
が
ど
う
い
う
お
寺
な
の
か
を

知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
第
一
に
ま
と
め
て
き
ま
し

た
。
す
で
に
ご
承
知
の
通
り
当
山
は
昭
和
二
十
年
五

月
の
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
た
た
め
に
、
古
い
資
料
は

あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
史
料
が
な
く
て
も
、
こ
の

四
百
二
十
年
余
り
に
は
、
数
多
の
人
々
が
関
与
し
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
常
円
寺
の
歴
史

は
そ
う
し
た
人
た
ち
に
よ
る
横
糸
が
織
り
な
す
重
層

の
「
縁
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を

心
に
と
ど
め
な
が
ら
『
福
聚
山
史
』
を
読
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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