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成
子
町
の
「
自
身
番
」

　

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
町

方
書
上
」
か
ら
、
常
円
寺
の
周
辺
の
町
の
様
子
に
つ

い
て
今
回
は
次
の
記
述
を
み
て
み
よ
う
。

一　

自
身
番
屋
の
儀
は
、
延
享
二
丑
年
中
、
町

内
沽
券
地
之
内
に
借
家
仕
り
、
表
間
口
弐
間
、

裏
行
三
間
半
、
補
理
置
き
申
候
、
尤
も
店
並
び

の
儀
ニ
付
き
、
御
届
け
申
し
上
げ
候
御
座
候
。

火
の
見
階
子
の
儀
は
、
同
所
裏
へ
建
て
置
き
申

し
候
。

但
し
、
半
鐘
は
去
る
五
ケ
年
以
前
に
引
替
申
し

候
。

　

●
「
自
身
番
」
と
は

　

自じ
し
ん
ば
ん

身
番
と
は
、
江
戸
、
あ
る
い
は
大
坂
な
ど
の
町

人
の
住
む
場
所
に
設
け
ら
れ
た
町
内
の
警
備
を
主
な

役
割
と
す
る
組
織
で
あ
る
。
当
時
、
江
戸
の
町
の
治

安
や
防
火
な
ど
の
警
備
は
、
大
き
く
は
武
士
の
住
む

武
家
地
に
置
か
れ
た
「
辻
番
」
と
こ
の
「
自
身
番
」

に
分
け
ら
れ
て
い
た
。「
辻
番
」
は
旗
本
や
大
名
が

番
人
を
雇
い
運
営
し
た
の
に
対
し
、
自
身
番
は
町
人

に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
。「
自
身
番
」と
い
う
名
称
は
、

そ
の
土
地
の
地
主
、
あ
る
い
は
地
主
が
そ
の
町
に
居

住
し
て
い
な
い
時
は
家
主
自
身
が
交
代
し
て
町
を
見

廻
っ
て
い
た
の
で
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
十

七
世
紀
半
ば
に
は
町
に
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
本

来
は
江
戸
の
町
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た

「
防
火
」
を
そ
の
第
一
の
役
割
と
し
て
い
た
と
い
う
、

そ
の
よ
う
な
目
的
か
ら
、
当
初
は
冬
期
の
臨
時
的
な

も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
番
人
が
詰
め
る
恒
常
的

な
組
織
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　

●
「
自
身
番
」
の
造
り

　

さ
て
、
史
料
を
み
て
い
こ
う
。「
書
上
」
に
よ
る

と
、
成
子
町
の
自
身
番
は
、
延
享
二
年
（
一
七
四

五
）
に
町
内
の
「
沽
券
地
」
の
内
に
「
借
家
」
を
し

て
「
補し
つ
ら
え理

」
ら
れ
た
と
い
う
。「
沽こ
け
ん券

」
と
は
、
土

地
の
売
渡
し
を
証
す
る
書
面
で
、
い
わ
ゆ
る
土
地
の

売
買
の
際
に
作
成
さ
れ
た
契
約
書
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
江
戸
に
幕
府
が
開
か
れ
、
江
戸
の
町
割
り
か
ら

一
度
も
売
買
が
行
わ
れ
て
い
な
い
土
地
に
は
沽
券
が

存
在
し
な
い
の
で
、
特
に
そ
の
土
地
の
地
主
が
江
戸

開
府
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
な
者
は
「
草
分
け
地

主
」
と
よ
ば
れ
た
と
い
う
。
成
子
町
の
自
身
番
の
置

か
れ
た
場
所
は
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
は
な
く
、
何

人
か
の
所
有
者
を
経
た
土
地
で
あ
っ
た
と
明
記
さ
れ

て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
沽
券
地
に
借
家
を
し
て
、「
表
間

口
弐
間
、裏
行
三
間
半
」
の
「
補し
つ
ら
え理
」
を
し
た
と
い
う
。

番
所
の
建
物
（
番
屋
）
の
造
り
に
つ
い
て
も
決
ま
り

が
あ
り
、
間
口
が
九
尺
（
約
二
・
七
㍍
）、
奥
行
き

が
二
間（
約
三
・
六
㍍
）と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。「
九

尺
二
間
」
と
い
え
ば
、
当
時
の
江
戸
の
長
屋
が
「
九

尺
二
間
の
長
屋
」
と
言
わ
れ
。
畳
六
畳
の
部
屋
と
ほ

ぼ
同
規
模
の
大
き
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
自

身
番
の
建
物
は
、
二
～
三
間
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
規

模
で
あ
っ
た
と
い
う
。
成
子
町
の
番
屋
も
そ
れ
と
同

じ
く
ら
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
番
屋
の
中
の
造
り
は
簡
易
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
の
機
能
が
自
身
番
を
勤
め
る
も

の
が
交
代
で
詰
め
る
場
所
で
あ
る
か
ら
、
食
事
を
す

る
の
も
自
身
の
家
に
戻
り
す
る
よ
う
に
と
達
し
が
で

て
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
は
番
屋
を
設
置
す
る
場
所

も
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
家
々
の
軒
下
に

番
屋
を
建
て
て
い
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
が
商
売
の

障
り
に
な
る
と
い
う
の
で
、
度
々
移
動
さ
せ
ら
れ
た

番
屋
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
番
屋
は

簡
易
な
も
の
に
作
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら

に
は
移
動
可
能
な
造
り
の
番
屋
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
成
子
町
の
番
屋
は
「
借
家
」
と
あ
る
の
で
、
も

と
も
と
あ
る
建
物
を
番
屋
に
改
装
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

●
「
自
身
番
」
の
場
所

　

さ
ら
に
「
書
上
」
の
記
述
を
み
て
い
く
と
「
尤
も

店
並
び
の
儀
ニ
付
き
、
御
届
け
申
し
上
げ
候
儀
御
座

候
」
と
あ
る
。
武
家
地
に
置
か
れ
た
「
辻
番
」
が
そ

の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
町
に
置
か
れ
た

「
自
身
番
」
も
、
た
い
て
い
は
東
西
の
往
来
の
大
通

り
に
面
し
た
四
ツ
辻
の
南
側
角
に
設
置
さ
れ
た
と
い

う
。
こ
の
成
子
町
の「
自
身
番
」に
つ
い
て「
店
並
び
」

と
あ
る
の
は
、
設
置
場
所
が
そ
う
し
た
本
来
の
決
ま

り
と
は
違
っ
て
、
家
々
が
軒
を
連
ね
、
両
側
に
建
物

の
あ
る
場
所
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
お
そ
ら
く
町
の
造
り
や
、
適
当
な
場
所
が
見

つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
な
ど
、
町
の
条
件
に
よ
っ
て

自
身
番
の
設
置
場
所
は
左
右
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら

れ
、
そ
の
際
は
、
成
子
町
の
自
身
番
の
よ
う
に
、
自

身
番
を
管
理
す
る
江
戸
町
奉
行
所
に
き
ち
ん
と
「
御

届
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

●
「
自
身
番
」
の
役
割

　

以
上
、今
回
は
町
の
治
安
維
持
を
担
う
「
自
身
番
」

に
つ
い
て
み
て
き
た
。
成
子
町
の
自
身
番
は
、
大
き

さ
や
場
所
に
つ
い
て
従
来
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
実

態
も
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
届
を
出
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
江
戸
の
町
の
自
身
番
に
対
し
て
は
、
番

人
の
詰
所
と
い
う
原
則
を
守
る
た
め
、
ほ
か
に
も

様
々
な
規
定
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
あ
ま

り
守
ら
れ
ず
、
二
階
建
て
の
番
屋
が
あ
っ
た
り
、
家

主
た
ち
が
集
ま
っ
て
酒
食
し
た
り
、
番
人
の
住
ま
い

と
な
っ
た
り
と
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
成
子
町
の
自
身
番
の
記

述
の
最
後
に
は
、
番
屋
の
裏
に
「
火
の
見
階
子
」
が

設
置
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

「
半
鐘
」
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
自
身
番
に
は
治
安
や
防
火
と
い
う
職
務
遂
行
の

た
め
必
要
な
装
置
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
奉
行
所
や
役
人
の
控
所
、
奉
行

所
の
連
絡
所
や
出
張
所
、
あ
る
い
は
町
の
事
務
処
理

を
行
う
場
と
し
て
な
ど
、
町
運
営
の
機
能
を
果
た
す

セ
ン
タ
ー
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

連　

載

第
61
回

「
自
身
番
所
」
の
一
例
／
道
を
は
さ
ん
で
左
側
の
小
さ

な
建
物
が
「
自
身
番
所
」。
右
側
は
「
番
人
小
屋
」。
商

品
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
番
人
の
本
業
は
商
人
で
あ

ろ
う
か
。
番
人
小
屋
の
裏
に
は
「
火
之
見
」
も
見
え
る
。

（『
守
貞
漫
稿
』
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）

自身番所
↑番人小屋

火之見

↑

↓




