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臥龍山荘の不思議
…大洲市

　

小
京
都
大
洲
に
あ
る
臥
龍
山
荘
が
注
目
さ
れ
て

い
る
。
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
一
つ
星
と
い
う
こ
と
ら
し

い
。
個
人
的
に
は
、
あ
ま
り
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
欲

し
く
無
い
建
物
の
一
つ
だ
っ
た
の
だ
が
。

　

か
つ
て
全
く
無
名
で
あ
っ
た
こ
の
山
荘
が
、
中
央

で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
建
築
家

の
故
黒
川
紀
章
氏
が
大
洲
に
来
ら
れ
た
１
９
７
６

年
の
頃
か
ら
。
氏
は
そ
の
後
80
年
に
「
新
建
築
」
で

「
臥
龍
山
荘
の
発
見
」
と
題
し
、“
花
数
寄
”
と
い
う

考
え
方
に
つ
い
て
論
述
し
た
。
91
年
に
は
彰
国
社
か

ら
「
花
数
寄
︱
伝
統
的
建
築
美
の
再
考
」
と
い
う
著

述
も
出
版
し
、
こ
の
山
荘
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
い

る
の
で
、
余
程
の
気
に
入
り
方
で
あ
っ
た
事
が
見
て

と
れ
る
。

　

そ
う
し
た
背
景
も
あ
っ
て
、
82
年
に
市
文
化
財
と

な
り
、
85
年
に
は
愛
媛
県
文
化
財
と
な
っ
た
。

　

山
荘
は
、
戦
国
期
に
遡
る
景
勝
の
地
肱
川
の
“
臥

龍
の
淵
”
に
臨
ん
で
建
て
ら
れ
て
い
る
。
元
々
、
大

洲
を
領
し
て
い
た
藤
堂
高
虎
の
重
臣
渡
辺
勘
兵
衛

が
屋
敷
を
構
え
て
い
た
場
所
で
、
そ
の
屋
敷
か
ら
の

眺
め
で
、
城
普
請
の
差
配
を
し
て
い
た
と
も
伝
わ

る
。
山
荘
の
周

囲
三
か
所
に
井

戸
が
残
り
、
勘

兵
衛
井
戸
と
名

付
け
ら
れ
た
も

の
も
。
や
が
て

加
藤
家
が
封
さ

れ
た
江
戸
期
に

は
、
歴
代
藩
主

に
よ
っ
て
手
入

れ
さ
れ
た
特
別

な
場
所
だ
っ
た
。

し
か
し
、
明
治
の
ご
一
新
で
荒
れ
果
て
、
そ
こ
を
木

蝋
業
で
財
を
成
し
た
河
内
寅
次
郎
が
明
治
30
年
頃

に
購
入
、
構
想
10
年
の
後
、
今
に
見
る
結
構
を
整
え

た
。

　

数
寄
家
建
築

の
名
棟
梁
八
木

甚
兵
衛
が
指
導

し
、
現
場
で
は
草

木
国
太
郎
や
地

元
の
棟
梁
中
野

寅
雄
が
腕
を
振

る
っ
た
が
、
何

よ
り
そ
れ
を
支

え
る
職
人
集
団

が
プ
ロ
中
の
プ

ロ
“
千
家
十
職
”

の
構
成
だ
っ
た
。
モ
ノ
は
人
が
作
る
も
の
。
そ
の
人

の
程
度
で
全
て
は
決
ま
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
施
主

の
構
想
を
始
め
最
高
の
チ
ー
ム
編
成
で
施
工
さ
れ

た
建
物
と
庭
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
千
家
十
職
は
、

千
利
休
に
始
ま
る
茶
道
の
世
界
を
支
え
た
職
人
た

ち
で
、
数
奇
家
建
築
に
お
い
て
こ
れ
程
の
匠
の
技
を

究
め
る
専
門
集
団
は
他
に
な
い
。
本
来
で
あ
れ
ば
、

京
都
界
隈
位
で
し
か
仕
事
が
見
ら
れ
な
い
は
ず
だ

が
、
四
国
の
地
方
都
市
大
洲
で
そ
の
本
領
を
発
揮
す

る
事
に
な
っ
た
の
は
、
ど
う
や
ら
時
代
背
景
と
も
無

縁
で
は
な
い
。
明
治
の
文
明
開
化
期
は
、
そ
れ
ま
で

上
流
の
武
士
と
町
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た

“
茶
の
湯
”
文
化
に
と
っ
て
は
逆
風
と
な
り
、
衰
退

の
原
因
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
捨
て
る
神
あ

れ
ば
拾
う
神
あ
り
。
や
が
て
社
会
が
落
ち
着
き
始
め

る
と
、
政
官
財
の
中
か
ら
“
数
寄
者
”
と
呼
ば
れ
る

庇
護
者
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
河
内
寅
次
郎
は
、

そ
う
し
た
パ
ト
ロ
ン
の
一
人
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

臥
龍
の
淵
を
は
さ
ん
だ
蓬
莱
島
と
山
荘
を
合
わ

せ
て
三
千
坪
、
主
屋
の
臥
龍
院
と
茶
室
の
知
止
庵
、

不
老
庵
か
ら
な
り
、
吟
味
尽
く
さ
れ
た
数
寄
の
風
情

臥龍院と“げんだ石”

勘兵衛井戸の一つ

河内家の家紋「丸に角
かく

橘
たちばな

」
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多
組
を
神
戸
に
設

立
し
、
貿
易
商
と

し
て
成
功
を
治
め
、

山
荘
が
完
成
す
る

の
が
同
40
年
。
し

か
し
、
念
願
叶
っ

た
悠
々
自
適
の
山

荘
暮
ら
し
は
意
外

に
短
く
、
そ
の
２

年
後
に
56
歳
で
没

す
る
。
山
荘
に
来

て
眺
め
る
毎
に
、
何
故
そ
れ
程
ま
で
に
彼
が
こ
こ
に

精
魂
を
傾
け
た
の
か
、
不
思
議
な
感
覚
が
消
え
な
い

ま
ま
、
今
日
も
こ
こ
を
後
に
す
る
。

に
大
き
な
藤
蔓

が
見
ら
れ
る
の

で
、
そ
う
し
た

も
の
が
使
わ
れ

て
い
た
の
か
も

知
れ
な
い
。

　

茅
葺
の
臥
龍

院
は
、
各
部
屋

の
用
材
、
建
具
、
そ
れ

ぞ
れ
の
意
匠
が
細
や

か
な
気
配
り
で
ま
と

め
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら

を
堪
能
す
る
に
は
か

な
り
時
間
を
要
す
る
。

か
の
桂
離
宮
や
修
学

院
離
宮
な
ど
の
写
し

を
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
、
物
真
似
の
下
品
さ
は
微み

塵じ
ん

も
な
く
、
見
事
に
昇
華
さ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
あ

る
種
の
華
や
ぎ
を
、
黒
川
紀
章
は
侘
び
に
対
す
る
花

数
奇
と
称
し
た
の
に
違
い
な
い
。

　

ま
た
、
中
で
も
不
老
庵
は
面
白
い
。
肱
川
に
迫
り

出
す
よ
う
に
建
つ
“
懸か
け

造
り
”。
し
か
も
、
そ
の
支
え

と
な
る
柱
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
桧ひ

わ

皮だ

を
張
り
、
自
然
木

の
如
く
見
せ
て
い
る
。
天
井
は
竹
の
網
代
張
り
で
婉

曲
さ
せ
て
、
空
間
を
広
く
、
し
か
も
肱
川
の
水
面
を

反
射
す
る
月
明
か
り
を
取
り
込
む
意
図
だ
と
い
う

か
ら
恐
れ
入
る
。

　

そ
の
不
老
庵
の
丁
度
対
岸
辺
り
に
、
当
の
寅
次

郎
、
自
得
院
廉
道
宗
直
居
士
は
眠
っ
て
い
る
。
脚
光

を
浴
び
つ
つ
あ
る
山
荘
の
現
代
事
情
を
、
彼
は
今
ど

ん
な
想
い
で
眺
め
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
明
治
23

年
、
37
歳
の
時
、
同
郷
の
先
輩
池
田
貫
兵
衛
（
神
戸

商
議
所
会
頭
）
と
の
合
名
会
社
で
木
蝋
精
製
工
場
喜
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が
、
至
る
所
に
凝
縮
さ

れ
て
い
る
。
庭
内
に
は
、

様
々
な
銘
石
や
各
種
の

飛
び
石
が
絶
妙
に
配
置

さ
れ
、
足
の
運
び
が
実
に

ス
ム
ー
ス
に
動
く
。
石

を
選
ん
で
足
を
置
く
ま

で
も
な
く
、
歩
を
一
歩
進

め
る
先
に
石
が
座
っ
て

い
る
、
と
い
う
塩あ

ん

梅ば
い

。
だ

か
ら
疲
れ
な
い
。

　

庭
か
ら
一
段
下
が
っ
た
、
観
光
客
が
見
落
と
す
所

に
面
白
い
モ
ノ
が
立
っ
て
い
る
。
擬ぎ

宝ぼ

珠し
ゅ

様
の
親
柱

が
二
本
、
そ
の
片
方
に
は
「
藤
雲
橋
」
と
刻
ま
れ
て

い
る
。
か
つ
て
は
、
臥
龍
の
淵
を
一
ま
た
ぎ
、
向
か

い
の
蓬
莱
島
に
架
け
渡
す
“
か
ず
ら
橋
”
が
あ
っ
た

場
所
。
そ
の
名
残
り
で
あ
る
ら
し
い
。
近
く
の
大
木

不老庵・懸造りの様子

石畳み通路の美

不老庵への配石の妙

光らせた匠技

不老庵の手摺

藤雲橋親柱

入り口の黒門を振り返る、
石垣は月、舟の見立て

不老庵の竹網代天井
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