
2常圓寺　季報

　『
町
方
書
上
』
に
み
る

常
円
寺
と
成
子
町
　

　

常
円
寺
の
歴
史
に
お
い
て
特
に
重
要
な
史
料
は
、

『
御
府
内
備
考
』
で
あ
る
。『
御
府
内
備
考
』
は
、
文

政
九
年
（
一
八
二
六
）
江
戸
幕
府
に
よ
り
編
纂
が
開

始
さ
れ
た
『
新
編
御
府
内
風
土
記
』
の
準
備
調
査
史

料
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
ま
ず
江
戸
の
各
町
名
主
、
寺
社
に
提
出
を
命
じ

取
り
纏
め
た
『
町
方
書
上
』『
寺
社
書
上
』
を
基
と

し
た
。

　

こ
れ
ら
の
記
録
を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
篠
原
重

一
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
読
解
・
分
析
が
な
さ
れ
て
お

り
（
当
連
載 

第
五
回　

平
成
十
四
年
夏
）、
そ
の
考

察
を
基
に
『
福
聚
山
史
』（
平
成
二
十
四
年
刊
行
）

で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
川
上
大
隆
氏
執
筆
）
が
、

今
回
は
『
町
方
書
上
』
に
注
目
し
な
が
ら
、
あ
ら
た

め
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

●
『
町
方
書
上
』

　

こ
れ
ら
の
『
書
上
』
の
調
査
は
、
文
政
八
年
（
一

八
二
五
）
か
ら
同
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
か
け
て

行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。『
寺
社
書
上
』
に
は
、
縁

起
や
伽
藍
や
祀
ら
れ
た
本
尊
等
、
そ
れ
ら
の
大
き
さ

や
由
緒
な
ど
の
詳
細
な
情
報
を
、
各
々
の
寺
社
の
関

係
者
が
幕
府
の
求
め
に
応
じ
て
提
出
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
『
町
方
書
上
』
は
、
各
町
の
町
名
主
に
よ
り

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
原
本
の
筆
跡
が
各
々
違
う
こ

と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
名
主
が
自
ら
記
し
提
出

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

内
容
を
見
る
と
、
そ
の
書
式
が
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
何
を
書
く
か
と
い
う
こ
と
が

幕
府
か
ら
詳
細
に
指
示
さ
れ
、
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
江
戸
城
か

ら
の
方
角
と
距
離
に
始
ま
り
、
町
の
起
立
に
つ
い
て
、

町
内
の
広
さ
、
隣
町
の
名
、
町
内
の
家
の
数
な
ど
、

基
本
的
な
情
報
の
ほ
か
、
川
や
坂
の
有
無
な
ど
の
地

理
的
情
報
、
下
水
設
備
な
ど
生
活
に
密
着
し
た
情
報
、

神
社
や
歴
史
的
な
史
蹟
な
ど
の
情
報
が
記
さ
れ
る
。

　

●
「
柏
木
成
子
町
」
の
『
町
方
書
上
』

　
「
柏
木
成
子
町
」
の
『
書
上
』
に
も
こ
う
し
た
情

報
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
常
円
寺
は
「
成
子
」

と
い
う
町
名
の
起
こ
り
の
記
述
に
登
場
す
る
。「
成

子
」
と
い
う
地
名
が
、こ
の
地
に
常
円
寺
を
「
起
立
」

し
た
「
源
左
衛
門
」
と
い
う
人
物
の
店
先
に
か
け
ら

れ
た
「
鳴
子
」
に
由
来
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
こ
れ
ま
で
す
で
に
触
れ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
上
を
提
出
し
た
の
は
「
紋
右

衛
門
」
と
い
う
名
主
で
あ
っ
た
。
紋
右
衛
門
は
『
書

上
』
に
自
分
が
成
子
町
の
名
主
で
あ
る
由
緒
を
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一　

名
主
役
之
儀
は
先
祖
川
本

も
く杢
右
衛
門
と
申
す

者
よ
り
数
代
相
続
仕
り
、
既
に
天
正
十
五
丁
亥
年

小
田
原
北
条
家
よ
り
の
触
書
等
所
持
罷
在
候
え
ば
、

そ
れ
以
前
よ
り
相
勤
め
居
候
儀
に
も
御
座
あ
る
べ

く
候
。
尤
も
往
古
よ
り
持
ち
伝
え
候
武
器
、
左
の

通
り
に
御
座
候
。

　

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
成
子
町
の
名
主
役
は
、
紋

右
衛
門
の
先
祖
で
あ
る
「
川
本
杢
右
衛
門
」
と
い
う

人
物
か
ら
数
代
に
わ
た
っ
て
勤
め
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、
紋
右
衛
門
は
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）

に
、
当
時
小
田
原
城
城
主
で
、
関
東
の
有
力
大
名

で
あ
っ
た

北
条
家
か

ら
下
さ
れ

た「
触
書
」

を
所
持
し

て
い
る
と

い
う
。『
書

上
』
に
は

そ
の
「
触

書
」
の
写

し
を
記
し

て
い
る
が
、

「
丁
亥　

七
月
晦

日
」に「
小

代
官　

柏
木
角
筈　

百
姓
中
」
に
充
て
ら
れ
た
こ
の

文
書
は
、
柏
木
角
筈
の
「
百
姓
」
か
ら
、
人
や
武
器

を
調
達
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の「
丁

亥
年
」
＝
天
正
十
五
年
当
時
は
、
北
条
家
の
当
主
で

あ
っ
た
氏
直
と
、
全
国
統
一
を
進
め
て
い
た
豊
臣
秀

吉
の
間
で
緊
張
が
高
ま
っ
て
き
て
い
た
時
期
で
、
氏

直
は
来
た
る
べ
き
時
に
備
え
、
軍
備
を
増
強
し
て
い

た
時
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
触
書
は
そ
う 

し
た
北
条
氏
の
軍
事
増
強
の
具
体
的
な
史
料
と
考
え

ら
れ
る
。『
書
上
』に
は
触
書
の
写
し
と
と
も
に「
鎧
」

や「
か
ぶ
と
甲
」な
ど
の
武
器
・
防
具
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
、
北
条
氏
の
お
触
れ
に
紋
右
衛
門
の
先
祖

が
応
じ
、
そ
の
際
に
用
意
し
た
品
々
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
書
上
』
に
は
、町
内
で
古
い
家
筋
で
由
緒
・
系
図
・

古
書
物
・
古
器
物
な
ど
を
所
持
す
る
者
、孝
行
・
奇
特
・

忠
義
に
よ
っ
て
褒
美
を
下
さ
れ
た
者
な
ど
も
記
さ
れ

る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
紋
右
衛
門
の
先
祖
に
関
す
る

記
述
は
、
そ
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
単
な
る
町
内
の

古
跡
の
情
報
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
特
に
紋
右
衛
門

に
と
っ
て
は
、
成
子
町
に
お
け
る
名
主
役
を
相
続
し

て
い
る
と
い
う
自
分
（
一
族
）
の
由
緒
の
根
拠
を
示

す
と
い
う
意
義
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

●
成
子
町
に
お
け
る
常
円
寺　

　

こ
れ
に
続
け
て
『
書
上
』
に
は
、
常
円
寺
を
起
立

し
た
「
源
左
衛
門
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
こ
れ

も
す
で
に
触
れ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、「
常

円
寺
開
基
」
で
あ
る
源
左
衛
門
は
、
寛
永
十
七
年

（
一
六
四
〇
）
正
月
十
六
日
に
病
死
し
、戒
名
が
「
本

源
院
圓
■
信
士
」
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
位
牌

が
あ
り
「
田
中
源
左
衛
門
」
と
俗
名
が
刻
ま
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
後
、
子
孫
が
続
い
た
も
の

の
、
寛
政
年
中
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
に
、
町

内
に
住
ん
で
い
た
「
伊
太
郎
」
と
い
う
人
物
が
病
死

し
、
一
族
は
「
退
転
」
＝
途
絶
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

常
円
寺
が
、
天
正
年
中
に
幡
ヶ
谷
か
ら
移
転
し
て

き
た
こ
と
は
、『
寺
社
書
上
』
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
開
基
」
と
は
幡
ヶ
谷
か
ら

の
移
転
建
立
の
主
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

常
円
寺
開
基
で
あ
る
田
中
源
左
衛
門
に
つ
い
て
は
、

町
の
「
起
立
」
に
お
い
て
の
具
体
像
は
わ
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
、 

町
に
と
っ
て
は
「
當
町
草
創
」
つ
ま
り

成
子
町
の
始
祖
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
、
当
時
、
町
を
取
り
仕
切
る
名
主
役
と
し

て
の
紋
右
衛
門
（
一
族
）
の
由
緒
の
一
方
で
、
町
の

起
点
と
し
て
大
事
な
由
緒
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
『
書
上
』
を
記
し
た
文
政
十
年
に

お
い
て
、
源
左
衛
門
に
続
く
一
族
は
途
絶
え
、町
の
起

点
の
記
憶
を
体
現
す
る
人
物
は
い
な
く
な
っ
て
い
た
。

け
れ
ど
も
、
源
左
衛
門
を
開
基
と
し
、
お
そ
ら
く
位

牌
や
戒
名
な
ど
、
源
左
衛
門
の
記
録
と
記
憶
を
留
め

て
い
た
で
あ
ろ
う
常
円
寺
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ

で
常
円
寺
は
「
當
町
草
創
」
の
主
と
結
び
つ
け
ら
れ
、

そ
の
記
憶
を
体
現
す
る
、
成
子
町
に
と
っ
て
由
緒
の

原
点
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
町
方
書

上
』
に
お
け
る
常
円
寺
の
記
述
か
ら
は
、
そ
う
し
た

成
子
町
と
常
円
寺
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

連　

載

第
58
回

『町方書上』に記された北条氏（氏直）発給とする触書の写し。
「虎の印判」といわれる北条氏の朱印も再現されている。




