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二
二
五

は
じ
め
に

　

聖
ト
マ
ス
学
院
の
そ
の
以
前
の
所
有
者
は
山
口
玄
洞
で
あ
っ

た
。
玄
洞
は
尾
道
の
出
身
で
、
大
阪
に
お
い
て
財
を
成
し
た
実
業

家
で
あ
る
。そ
の
玄
洞
は
晩
年
に
は
自
ら
の
会
社
を
後
進
に
譲
り
、

京
都
市
梶
井
町
御
車
通
の
こ
の
場
所
に
居
を
移
し
て
信
仰
と
と
も

に
生
き
、
ま
た
儲
け
た
財
を
惜
し
げ
な
く
、
郷
里
の
尾
道
は
じ
め

京
都
や
滋
賀
の
寺
院
に
堂
塔
を
寄
進
し
、
大
阪
に
病
院
や
研
究
所

を
建
て
、
施
設
な
ど
に
対
し
て
多
く
の
寄
付
を
お
こ
な
っ
た
。
そ

れ
は
仏
道
を
も
と
に
慈
善
の
心
を
も
っ
て
社
会
に
私
財
を
還
元
し

よ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。も
う
少
し
敷
衍
し
て
言
う
と
す
れ
ば
、

祈
る
気
持
ち
が
真
に
湧
き
出
て
く
る
よ
う
な
寺
院
を
整
備
し
、
そ

う
し
た
環
境
を
整
え
る
た
め
に
財
を
還
流
さ
せ
、
当
時
の
社
会
に

相
対
し
貢
献
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
山
口
玄
洞
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
解
題
で
示
し
た
よ

う
に
、
そ
の
事
績
や
会
社
史
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
が

あ
り
、
こ
こ
で
何
か
を
新
し
く
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
こ
の
玄
洞
の
、
御
車
通
山
口
本
邸
を
拠
点
と
し
た

仏
道
に
基
づ
く
寄
付
寄
進
の
行
な
い
、
そ
の
真
情
の
深
さ
は
、
そ

の
後
の
あ
る
時
代
、
住
人
を
替
え
た
聖
ト
マ
ス
学
院
に
お
い
て
、

熱
い
血
潮
を
み
な
ぎ
ら
せ
て
活
動
を
繰
り
ひ
ろ
げ
た
人
た
ち
と
、

こ
こ
ろ
の
奥
底
で
は
ど
こ
か
合
い
通
じ
る
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
、
そ
う
考
え
て
論
述
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

そ
の
よ
う
に
時
代
を
通
底
す
る
あ
る
真
情
を
考
え
て
み
る
こ
と

で
、
自
身
の
内
省
の
行
な
い
も
ま
た
可
能
と
な
る
か
と
思
い
、
玄

洞
の
寄
付
寄
進
に
至
る
過
程
を
中
心
に
そ
の
軌
跡
を
追
っ
て
み
る

こ
と
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
始
め
た
の
も
、
実
は
聖
ト
マ
ス
学
院
つ
ま
り

旧
山
口
玄
洞
本
邸
と
い
う
御
車
通
の
あ
の
場
所
に
実
際
に
出
か
け

て
内
部
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
場
所
と
い
う
も
の
が
持
っ

て
い
る
強
さ
と
い
う
か
、
磁
場
と
い
う
か
、
な
に
か
惹
き
合
う
も

の
と
い
う
か
、
縁
や
繫
が
り
と
言
っ
て
よ
い
、
そ
の
よ
う
な
感
じ

を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
時
と
時
代
の
流
れ
、
と
い
う
留
ま
る
こ

と
の
な
い
時
間
軸
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
時
間
を
、
こ
の

場
所
に
お
い
て
、
人
び
と
が
生
き
て
連
な
り
あ
っ
て
暮
ら
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
暮
ら
し
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思

想
に
基
づ
い
て
、
社
会
に
対
し
て
何
か
身
を
投
じ
よ
う
と
し
て
い

た
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
行
な
い
を
、
こ
の
聖
ト
マ
ス
学
院
と
い

う
場
所
は
、強
く
示
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

山
口
玄
洞
の
軌
跡
を
た
ど
る
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
村
敬
二



二
二
六

特
段
に
何
も
語
っ
て
い
な
い
か
に
み
え
る
こ
の
当
た
り
前
の
こ
と

が
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
の
聖
ト
マ
ス
学
院
と
旧
山
口
玄
洞
本
邸
と

が
な
に
か
強
く
惹
き
合
い
、
繫
が
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
を

強
く
持
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
玄
洞
の
歩
ん
で
き
た

道
の
り
の
な
か
で
、
社
会
貢
献
や
社
会
還
元
の
活
動
に
至
っ
た

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
感
じ
て
み
る
た
め
に
、
玄
洞
の
軌
跡
を
た

ど
り
、
社
会
へ
の
還
流
で
あ
る
寄
付
寄
進
の
痕
跡
を
、
自
身
が
追

体
験
し
て
み
た
い
考
え
、
書
き
始
め
た
。

Ⅰ
．
尾
道
時
代

  

山
口
玄
洞
は
文
久
三
（
一
八
六
三
）
年
一
〇
月
一
〇
日
、
尾
道

市
久
保
町
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
謙
一
郎
と
い
う
。
山
口
家
の
祖

先
は
九
州
島
原
北
目
多
比
良
村
に
位
置
す
る
温
泉
神
社
の
社
家
と

い
い
、
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
五
月
に
屋
敷
内
稲
荷
神
社
の
位

を
授
か
る
た
め
に
伏
見
稲
荷
に
出
向
く
途
中
で
船
が
難
破
し
尾
道

に
漂
着
、
そ
の
ま
ま
尾
道
で
医
業
を
営
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の

と
き
に
山
口
姓
を
名
乗
っ
た
と
い
う
（『
山
口
玄
八
十
年
史
』）。
玄
洞

の
父
親
は
三
代
目
に
あ
た
り
寿
安
、
当
初
は
尾
道
郵
便
局
付
近
の

土
堂
町
に
住
し
て
い
た
が
の
ち
に
久
保
町
に
転
居
、
代
々
医
者
で

あ
っ
た
が
か
た
わ
ら
で
醤
油
も
売
っ
た
り
し
た
。
父
の
寿
安
は
、

仏
道
に
基
づ
い
た
慈
悲
の
心
と
聖
賢
の
教
え
を
大
切
に
思
う
医
者

で
、
医
者
で
あ
り
な
が
ら
診
療
代
を
と
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ま

た
貧
し
い
も
の
に
は
無
料
で
醤
油
を
差
し
与
え
た
と
も
い
う
。
こ

う
し
た
こ
と
か
ら
寿
安
は
地
域
の
人
び
と
か
ら
慈
父
の
よ
う
に
し

て
慕
わ
れ
た
。
晩
年
に
玄
洞
が
さ
ま
ざ
ま
な
慈
善
の
行
為
に
身
を

さ
さ
げ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
う
し
た
こ
の
父
親
の
後
姿
を
み

て
育
っ
た
が
故
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

  

港
町
で
も
あ
る
尾
道
の
空
気
が
子
供
の
成
育
の
た
め
の
環
境
と

し
て
は
必
ず
し
も
よ
く
な
い
と
考
え
た
寿
安
は
、
玄
洞
を
愛
媛
県

側
の
岩
城
島
の
藤
井
氏
の
漢
学
塾
に
入
学
さ
せ
て
そ
こ
で
暮
ら
さ

せ
た
（
立
野
米
太
郎
『
尾
道
光
華
録
』
尾
道
光
華
録
編
纂
事
務
所 

昭
和
三
年
）。

父
親
の
寿
安
は
、
慈
愛
あ
ふ
れ
る
手
紙
を
玄
洞
に
書
き
送
り
、
そ

れ
を
玄
洞
は
後
生
大
事
に
し
巻
物
と
し
て
残
し
た
。
こ
れ
は
玄
洞

没
後
に
手
箱
か
ら
発
見
さ
れ
そ
の
後
代
々
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

そ
の
全
文
が
『
八
十
年
史
』
に
載
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
こ
と

に
慈
愛
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
日
々
の
暮
ら
し

に
つ
い
て
は
、「
先
日
相
送
り
申
し
候
枕
ハ
余
り
高
く
御
座
候
て

弁
理
よ
ろ
し
か
ら
ず
候
得
は
茶
枕
相
調
へ
送
り
進
し
申
す
べ
く
候

哉 
御
し
ら
せ
申
さ
る
べ
く
候
」
と
い
っ
た
身
の
回
り
の
こ
と
や
、

「
食
合
候
て
あ
し
き
も
の
／
・
章た

魚こ

に
梅 

・
猪ち
ょ

肉に
く

に
生し
ょ
う
が姜 

・
圓え
ん

豆ど
う

に
南な
ん
き
ん

京
瓜
」
と
い
っ
た
食
生
活
の
注
意
事
項
、
さ
ら
に
は
「
咽
ニ

骨
の
た
ち
た
る
時
ハ
左
ノ
通
り
之
文
字
を
茶
碗
の
へ
り
ヘ
墨
ニ
て

書
、
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
ヲ
十
遍
唱
へ
水
ヲ
入
レ
解
き
呑
べ
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し
／
魚
ノ
骨
其
外
竹
木
の
そ
べ
ら
ニ
も
た
ち
た
る
時
ハ
ぬ
け
る
也

／
生
鬼
同
根
萬
物
一
躰
／
・
生
ノ
字
ヨ
リ
ト
キ
始
メ
次
第
ニ
ト
キ

テ
呑
へ
シ 
云
々
」
と
い
っ
た
、
の
ど
に
骨
の
刺
さ
っ
た
と
き
の

対
処
方
法
な
ど
、
細
か
な
こ
と
ま
で
を
書
き
送
っ
て
い
る
。
ま
た

「
朝
夕
／
神
様
を
御
拝
み
成
さ
る
べ
く
候
」「
御
守
を
麁
末
ニ
せ
ぬ

様
大
切
ニ
御
持
ち
成
さ
る
べ
く
候
」「
萬
事
／
先
生
の
仰
を
背
か

ぬ
様
相
守
申
す
べ
き
事
」（
注

－

筆
者
が
一
部
読
み
下
し
た
箇
所
が
あ
る
）

な
ど
と
、
こ
ま
や
か
な
愛
情
と
礼
儀
礼
節
を
重
ん
じ
る
教
え
に
満

ち
満
ち
た
書
翰
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
慈
し
ま
れ
て
育
て
ら
れ
た

玄
洞
で
あ
り
、
か
れ
の
将
来
の
姿
が
見
え
て
こ
よ
う
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

  

こ
う
し
て
学
業
に
励
ん
で
い
た
玄
洞
で
あ
る
が
一
五
歳
の
明
治

一
〇
（
一
八
七
七
）
年
、
父
寿
安
の
訃
報
に
接
す
る
こ
と
と
な
る
。

愛
情
に
包
ま
れ
て
成
長
を
遂
げ
て
い
た
玄
洞
で
あ
る
が
、
こ
の
父

親
の
死
去
に
と
も
な
い
、学
業
も
成
就
と
な
ら
ず
、一
転
し
て
日
々

の
糊
口
の
た
め
荷
車
を
引
い
て
荒
物
を
売
り
歩
く
毎
日
に
転
じ
て

し
ま
っ
た
。
こ
の
引
き
売
り
に
よ
り
な
ん
と
か
家
族
の
暮
ら
し
を

立
て
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
で
は
将
来
も
見
え
て
こ
な
い
と
考
え

た
玄
洞
は
母
に
願
っ
て
大
阪
に
出
る
こ
と
を
決
心
す
る
。
明
治
一

一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
玄
洞
は
郷
里
尾
道
を
発
つ
に
あ
た
っ
て
浄

土
寺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
に
向
か
い
、
心
願
成
就
の
暁
に
は
必

ず
銅
の
燈
籠
を
寄
進
す
る
と
誓
っ
た
の
だ
と
い
う
。

Ⅱ
．
大
阪
時
代

  

こ
う
し
て
明
治
一
一
（
一
八
七
八
）
年
、
玄
洞
は
大
阪
に
出
る
。

大
阪
で
は
本
町
四
丁
目
心
斎
橋
東
入
土
居
善
洋
反
物
店
の
店
員
と

な
り
「
清
助
」
と
呼
ば
れ
て
一
心
不
乱
に
働
い
た
。
店
主
の
土
居

善
助
の
覚
え
も
よ
く
将
来
嘱
望
さ
れ
る
店
員
と
し
て
働
い
て
い
た

が
、
明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
に
な
り
こ
の
土
居
善
が
不
運
に

も
倒
産
し
閉
店
と
い
う
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
閉
店
の
前

日
、
玄
洞
の
信
頼
を
得
て
い
た
鳥
取
の
客
が
信
用
扱
い
で
反
物
の

品
を
そ
ろ
え
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
て
玄
洞
の
も
と
に
千
円
を
置
い

父親の書翰に「生鬼同根萬物一躰」とある。
この文字を茶碗に書いて呪文を唱えるとよ
いと書かれていた（『山口玄八十年史』より）。



二
二
八

て
京
都
に
去
っ
て
い
っ
た
。
玄
洞
は
こ
の
千
円
を
ど
う
し
た
も
の

か
と
熟
考
を
し
た
結
果
、翌
日
店
が
閉
店
と
な
る
や
京
都
に
発
ち
、

こ
の
千
円
を
無
事
鳥
取
の
顧
客
に
返
還
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の

実
直
さ
が
実
を
結
び
、
玄
洞
は
こ
の
鳥
取
の
商
人
の
力
添
え
を
得

て
、
鳥
取
か
ら
来
る
商
人
の
定
宿
で
あ
る
泉
甚
に
数
人
と
寝
泊
り

し
て
商
売
を
し
、
信
頼
を
勝
ち
得
て
明
治
一
五
年
、
伏
見
町
五
丁

目
横
堀
二
丁
目
（
筋
か
い
橋
東
詰
め
角
）
に
間
口
一
間
半
の
店
舗

を
開
く
こ
と
が
で
き
た
。名
づ
け
て
洋
反
物
商
山
口
商
店
と
し
た
。

こ
れ
が
第
一
代
目
の
店
舗
で
あ
る
。
店
内
に
は
帳
箪
笥
と
算
盤
と

長
帳
だ
け
と
い
う
さ
さ
や
か
な
出
立
で
あ
っ
た
。

　

洋
反
物
の
扱
い
は
、
文
字
通
り
外
国
か
ら
の
輸
入
で
、
外
国
商

館
が
輸
入
し
て
問
屋
に
卸
し
、
仲
買
人
か
ら
小
売
店
へ
と
流
通
さ

せ
る
。
玄
洞
の
山
口
商
店
は
地
方
の
顧
客
の
注
文
を
受
け
、
注
文

品
を
問
屋
か
ら
購
入
し
て
売
り
渡
す
と
い
う
仲
買
人
と
し
て
商
い

を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
商
売
も
少
し
ず
つ
軌
道
に
乗
り
始
め
た
の

だ
っ
た
が
、
郷
里
に
残
し
て
き
た
三
人
の
弟
の
う
ち
豫
次
郎
と
晋

四
郎
の
二
人
が
早
世
し
て
し
ま
い
、
親
戚
に
身
を
寄
せ
よ
う
と
し

て
い
た
母
親
の
節
と
三
番
目
の
隋
三
郎
、
妹
お
升
と
を
大
阪
に
呼

び
寄
せ
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
鳥
取
商
人
の
例
に
も
あ
る
よ
う

に
清
助
は
誠
実
を
第
一
と
し
、
昼
も
夜
も
不
眠
不
休
の
働
き
を

も
っ
て
信
用
と
資
金
を
蓄
積
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

  

明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
に
は
淡
路
町
五
丁
目
に
店
舗
を
借

玄洞が誓いを立てた尾道の浄土寺。大正 13 年に心願成就の銅燈
籠を寄進したのだが、戦時の供出でいまはない。2012 年 1 月 24
日撮影。
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二
二
九

り
（
第
二
代
店
舗
）、
ま
た
玄
洞
は
京
都
錦
小
路
東
洞
院
東
入
ル

の
岩
室
五
郎
兵
衛
の
長
女
政
子
と
結
婚
も
し
、
店
員
も
雇
っ
て
商

売
を
軌
道
に
乗
せ
て
い
っ
た
。
日
清
戦
争
の
折
に
は
取
り
扱
い
品

が
軍
需
物
資
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
大
き
な
利
益
を
上
げ
た
。
明

治
二
九
（
一
八
九
六
）
年
に
は
山
口
家
第
四
代
玄
洞
を
襲
名
す
る
。

三
四
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
三
一
年
の
と
き
に
繁
華
な
本
町
三

丁
目
二
四
番
地
に
土
地
を
購
入
し
て
店
舗
を
設
け
た
（
第
三
代
店

舗
）。

　

そ
し
て
明
治
三
四
年
五
月
、
玄
洞
は
よ
う
や
く
も
っ
て
故
郷
に

錦
を
飾
る
そ
の
時
が
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
商
用
で

幾
度
か
尾
道
を
通
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
決
し
て
尾
道
の
市
街
に

は
足
を
踏
み
入
れ
ず
、
た
だ
た
だ
心
願
成
就
を
果
し
て
か
ら
の
帰

郷
を
念
じ
て
い
た
玄
洞
に
と
っ
て
、
よ
う
や
く
の
尾
道
帰
還
で

あ
っ
た
。
先
祖
の
菩
提
寺
で
あ
る
西
国
寺
の
墓
参
と
、
尾
道
を
出

る
と
き
に
心
に
誓
っ
た
浄
土
寺
へ
の
建
碑
、
そ
し
て
蘇
和
稲
荷
神

社
の
整
備
を
そ
の
目
的
と
し
て
尾
道
に
降
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　

西
国
寺
へ
の
墓
参
の
の
ち
玄
洞
は
す
ぐ
さ
ま
市
役
所
に
出
向
い

て
女
子
高
等
小
学
校
に
一
万
円
の
寄
付
を
お
こ
な
い
、
翌
六
月
に

は
西
国
寺
に
井
戸
の
屋
形
を
寄
進
す
る
。
こ
う
し
て
会
社
の
利
益

を
社
会
へ
と
還
元
し
て
い
く
玄
洞
の
慈
善
事
業
が
開
始
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

  

明
治
三
七（
一
九
〇
四
）年
に
は
多
額
納
税
者
の
ひ
と
り
と
な
り
、

九
月
に
貴
族
院
議
員
と
な
っ
た
。
四
二
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
山
口

商
店
経
営
の
ほ
か
に
、
三
十
四
銀
行
取
締
役
、
大
阪
織
物
同
業
組

合
初
代
組
長
に
も
就
任
し
て
い
る
。
日
露
戦
争
後
は
我
が
国
の
紡

績
業
も
興
っ
て
き
て
洋
反
物
を
扱
う
業
種
は
熾
烈
な
競
争
に
さ
ら

さ
れ
た
。
大
阪
の
町
の
発
展
著
し
く
、
本
町
の
通
り
に
市
電
も
開

通
し
て
に
ぎ
や
か
に
な
り
、
玄
洞
も
ま
す
ま
す
仕
事
に
打
ち
込
ん

だ
。

  

そ
の
後
仕
事
は
順
調
に
運
ん
で
い
き
、
本
町
の
店
が
狭
隘
と

な
っ
て
大
正
元
年
一
二
月
に
現
在
の
山
口
玄
ビ
ル
の
場
所
で
あ
る

備
後
町
四
丁
目
の
角
地
に
移
転
し
た
。
土
蔵
造
り
の
立
派
な
も
の

若い時期の玄洞（『山口玄八十年史』より）



二
三
〇

玄洞が寄進した尾道西国寺の井戸屋形。天井に田能村直入筆の
龍の絵が描かれていたが今は風化してみえない。2012 年 1 月 24
日撮影。

北浜の難波橋（ライオン橋）を走る大阪市電。山口玄洞の社が
ある本町通りではないが当時の雰囲気を感じることはできよう
か（絵葉書）。



山口玄洞の軌跡をたどる

二
三
一

蘇和稲荷神社境内の「山口玄洞翁頌徳碑」。銅像建設などを断わった玄洞だ
が、邸内神社として祀った蘇和稲荷神社奉祀と水源地の石碑への揮毫につ
いては承諾した。この頌徳碑は昭和 30 年 3 月 5 日に除幕式が行われた。尾
道短期大学学長田中瑞穂撰文 広島大学井上政雄書。2012 年 1 月 24 日撮影。

蘇和稲荷神社。山口家の祖霊であった稲荷社を明治 35 年 7 月尾
道市土堂町海岸に社殿を奉安。のち昭和 11 年 9 月 23 日尾道駅
前に祀るため遷宮祭をおこなった。この年の暮れに玄洞は病状
重篤となりこの移転を急がせた。2012 年 1 月 24 日撮影。



二
三
二

第二代玄洞が寄進した久保八幡神社の水盤。石碑が建つがその
裏面に「水盤天保七年九月先代山口玄洞造之水屋 明治三十四年
六月現代山口玄洞建之」とある。2012 年 1 月 24 日撮影。

久山田水源地の雨之水分（あめのみくまり）神社。この水源地
の道路側には玄洞揮毫の碑文が建っている。2012 年 1 月 24 日
撮影。



山口玄洞の軌跡をたどる

二
三
三

備後町四丁目の本社のあった場所に後年山口玄ビルが建つ。こ
れは四代目の社屋ということになる。（『仰景帖』昭和 13 年より）

土地を購入して開店した本町三丁目の本店。第三代店舗である
（『山口玄八十年史』より）



二
三
四

で
二
階
三
階
は
商
品
陳
列
場
、
正
面
左
に
洋
館
の
貿
易
部
、
ほ
か

に
倉
庫
も
な
ら
ぶ
約
五
百
七
坪
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
会
社
の
繁
栄
と
は
う
ら
は
ら
に
、
玄
洞
の
健
康
は
不

安
定
な
も
の
に
な
る
。
仕
事
の
毎
日
は
、
早
朝
に
起
床
し
寒
中
も

水
風
呂
を
あ
び
、
神
仏
に
祈
念
し
て
仕
事
に
向
か
う
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た
。
日
々
の
激
務
に
よ
る
無
理
が
玄
洞
の
身
体
に
も
影
を

お
と
し
、
不
眠
に
苦
し
み
神
経
も
衰
弱
し
て
き
た
。
そ
し
て
大
正

六
年
玄
洞
は
つ
い
に
引
退
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
山
口
商
店
を

株
式
会
社
へ
と
再
編
し
引
退
し
て
京
都
御
車
通
の
本
邸
に
移
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
京
都
時
代

　

玄
洞
は
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
九
月
に
京
都
邸
宅
の
建
築
を

始
め
て
い
る
（「
略
年
表
」『
山
口
玄
八
十
年
史
』）。
そ
し
て
大
正
六
年
、

玄
洞
は
会
社
の
現
役
を
引
退
し
た
。
五
六
歳
の
こ
と
で
あ
る
。
以

後
は
こ
の
本
邸
を
拠
点
に
し
て
信
仰
の
も
と
に
生
き
、
諸
所
に
寄

進
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

  

本
邸
の
あ
る
御
車
通
は
河
原
町
通
の
一
本
東
の
通
り
で
屋
敷
の

す
ぐ
東
は
鴨
川
で
あ
る
。
昔
は
伏
見
宮
に
続
く
梶
井
宮
家
の
御
領

地
で
、
も
う
少
し
南
に
い
け
ば
丸
太
町
に
出
る
手
前
に
頼
山
陽
の

山
紫
水
明
処
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
こ
は
東
山
の
望
め
る
格
好

の
住
宅
で
あ
り
、
玄
洞
の
身
体
を
休
め
る
に
も
心
を
癒
す
場
所
と

大阪朝日新聞  昭和 9 年 2 月 12 日　「世界に雄飛する我二大洋反物問屋 田村
駒商店 山口商店」（京都府立図書館所蔵マイクロフィルム）



山口玄洞の軌跡をたどる

二
三
五

し
て
も
こ
の
上
な
い
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
な
お
良
い
こ
と
に

は
、
歩
い
て
す
ぐ
行
け
る
距
離
に
下
鴨
神
社
や
寺
町
の
寺
院
、
そ

し
て
す
ぐ
西
に
は
京
都
御
苑
も
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

散
歩
と
思
索
の
毎
日
で
あ
っ
た
が
、大
正
七
年
ご
ろ
の
あ
る
日
、

今
出
川
通
り
の
東
、
東
大
路
角
の
百
万
遍
知
恩
寺
あ
た
り
を
政
夫

人
と
と
も
に
散
歩
し
て
い
た
。
す
る
と
知
恩
寺
本
堂
か
ら
朝
の
勤

行
の
念
仏
と
木
魚
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
れ
は
本
山
第
六
十

六
世
の
中
島
観
琇
大
僧
正
自
ら
の
念
仏
で
あ
っ
た
。
玄
洞
は
、
回

向
後
に
下
っ
て
き
た
中
島
師
を
呼
び
止
め
て
話
を
し
、
さ
ら
に
、

功
名
と
財
を
得
た
自
分
に
と
っ
て
世
間
に
向
か
っ
て
報
い
る
こ
と

の
で
き
る
道
は
何
か
と
問
う
た
と
い
う
。
す
る
と
中
島
師
は
、
自

分
に
は
こ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
、
そ
の
方

法
は
た
だ
百
万
遍
の
ご
本
尊
に
お
伺
い
な
さ
れ
、
と
答
え
た
。
そ

れ
以
来
玄
洞
は
頻
繁
に
百
万
遍
知
恩
寺
に
詣
で
て
ご
本
尊
に
そ
の

道
を
問
い
、
よ
う
や
く
、
寄
進
の
方
向
を
定
め
た
と
さ
れ
る
（
林

霊
法
「
山
口
玄
洞
居
士
を
偲
び
て
」『
仰
景
帖
』
昭
和
六
一
年
）。
そ
し
て
知

恩
寺
の
寺
務
所
に
在
っ
た
福
住
周
学
師
と
と
も
に
称
名
念
仏
の
道

に
入
り
、
仏
道
の
徒
と
し
て
進
ん
で
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
大
正
八
年
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
早
く
も
大

正
一
一
年
一
一
月
に
は
知
恩
寺
境
内
の
東
側
に
念
仏
道
場
を
開
き

光
明
会
に
資
す
る
た
め
の
修
道
院
を
設
立
し
て
本
堂
を
建
築
し
一

四
年
に
は
修
繕
費
を
寄
進
し
て
い
る
。
修
道
院
の
扁
額
は
賀
茂
禅

房
西
阿
の
筆
と
さ
れ
る
。

　

光
明
会
は
信
仰
の
生
活
の
う
ち
で
と
く
に
念
仏
の
実
践
を
説
い

た
も
の
で
大
正
三
年
に
山
崎
弁
栄
が
「
如
来
光
明
会
趣
意
書
」
を

発
表
し
て
光
明
主
義
が
広
く
流
布
し
は
じ
め
た
（『
浄
土
宗
布
教
伝
道

史
』
浄
土
宗
宗
務
庁 

一
九
九
三
年 188.6/Jod

）。
そ
し
て
玄
洞
が
支
援
し

た
こ
の
光
明
会
に
つ
い
て
は
、
一
〇
歳
年
下
の
第
四
代
藤
井
善
助

も
熱
心
な
信
者
で
あ
っ
た
。
善
助
は
昭
和
六
年
に
五
個
荘
の
本
宅

で
光
明
主
義
の
法
話
会
を
開
催
し
翌
年
に
は
京
都
滋
賀
で
光
明
会

法
話
会
を
開
い
て
お
り
、
さ
ら
に
は
全
国
司
法
保
護
事
業
連
盟
評

議
員
と
し
て
と
も
に
活
動
も
し
て
い
る
（「
第
四
代
藤
井
善
助
略
年
譜
」

『
藤
井
善
助
と
有
鄰
館
』
近
江
商
人
博
物
館 289.1/Fuj

。
ま
た
同
書
に
善
助
が
主

宰
し
た
江
州
光
明
会
の
写
真
も
載
る
）。
さ
ら
に
善
助
の
弟
で
光
明
会
全

国
聯
合
会
評
議
員
も
務
め
て
い
た
藤
井
彦
四
郎
も
、
昭
和
一
八
年

の
善
助
長
逝
の
の
ち
光
明
会
全
国
聯
合
会
の
法
人
申
請
を
お
こ
な

い
理
事
長
に
就
任
し
て
い
る
（『
藤
井
彦
四
郎
傳
』
同
編
纂
委
員
会 289.1/

Fuj

）。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
山
口
玄
洞
と
藤
井
善
助
・
藤
井

彦
四
郎
と
の
間
の
、
信
仰
上
の
ま
た
社
会
貢
献
の
面
で
の
関
わ
り

合
い
が
推
測
さ
れ
興
味
を
ひ
か
れ
る
。

　

さ
て
念
仏
に
励
む
と
は
い
っ
て
も
玄
洞
の
場
合
は
、
あ
る
特
定

の
宗
派
に
偏
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
仏
道
の
本
義
を

究
め
よ
う
と
励
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。と
い
う
の
も
そ
の
後
玄
洞
は
、

大
徳
寺
僧
堂
に
お
い
て
雲
水
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
昭
隠
和
尚



二
三
六

『京都地籍図』（京都地籍図編纂所 大正元年）の復刻版（不二出
版 2008 年 291.62/kyo/1）から山口邸周辺御車通の地籍図と附録
の表とを筆者が合わせて補記したもの。

御車通周辺（「改正京町御繪圖細見大成」慶應 4 年再刻　『新修
京都叢書 第 23 巻 古地図集』より、部分　216.2/S7/23）



山口玄洞の軌跡をたどる

二
三
七

（
川
島
昭
隠
）
に
就
い
て
禅
道
に
も
励
む
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
請
わ
れ
て
大
正
七
年
臨
済
宗
大
本
山
方
広
寺
派
管
長

に
就
い
た
間
宮
英
宗
和
尚
と
も
相
知
る
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す

念
仏
と
禅
の
教
え
に
励
む
よ
う
に
な
る
。

　

大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
に
な
り
玄
洞
は
、
近
江
坂
本
の
飯
室

谷
長
寿
院
に
こ
も
っ
て
念
仏
を
お
さ
め
、
翌
年
に
は
そ
の
南
に
松

禅
院
の
復
興
を
し
た
。
こ
の
松
禅
院
の
再
興
に
つ
い
て
は
次
の
よ

う
な
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
玄
洞
は
当
初
西
教
寺
総
門
前
の
安
養
院

を
借
り
て
念
仏
修
業
に
励
ん
で
い
た
。
あ
る
日
京
阪
電
車
で
坂
本

駅
を
降
り
歩
い
て
西
教
寺
に
向
か
う
途
上
、戒
光
院
の
門
前
に「
頬

焼
地
蔵
尊
」
の
石
標
を
み
つ
け
、
お
参
り
を
す
る
こ
と
と
し
た
。

案
内
を
乞
う
と
住
職
堀
恵
慶
師
が
在
宅
で
こ
の
地
蔵
尊
の
来
歴
を

聞
い
た
。
そ
し
て
そ
の
話
を
聞
い
た
後
で
、
い
ま
西
教
寺
総
門
前

の
安
養
院
で
修
業
を
し
て
い
る
こ
と
、
環
境
が
少
し
騒
が
し
く
て

他
に
場
所
を
探
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
問
う
た
。
す
る
と
堀
恵
慶

師
は
、
良
い
場
所
が
あ
る
と
言
い
西
教
寺
北
の
飯
室
不
動
堂
ま
で

登
っ
て
案
内
し
住
職
の
堀
覚
道
師
を
紹
介
し
た
。

　

堀
覚
道
師
は
西
南
戦
争
の
従
軍
組
で
、
戦
争
か
ら
無
事
帰
還
し

た
覚
道
に
妻
子
が
喜
ん
で
い
る
姿
を
み
て
、
一
方
で
戦
死
し
た
兵

の
家
族
を
思
い
、
じ
っ
と
し
て
お
ら
れ
ず
家
族
に
も
告
げ
ず
山
に

登
り
、
比
叡
山
に
参
籠
す
べ
く
横
川
大
師
堂
に
棲
み
込
ん
だ
人
物

で
あ
る
。
そ
し
て
得
度
を
受
け
て
念
仏
行
者
と
な
り
、
さ
ら
に
恵

百万遍の知恩寺山門。山口玄洞本邸から歩いて 15 分ぐらいであ
ろうか。2011 年 12 月 20 日撮影。



二
三
八

知恩寺修道院の現在。扁額は架っていたものの残念ながら現在
無住である。2011 年 12 月 20 日撮影。

大正 11 年玄洞が寄進した知恩寺修道院。扁額は賀茂禅房西阿の
もの（『仰景帖』昭和 13 年より）。



山口玄洞の軌跡をたどる

二
三
九

心
堂
を
再
興
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
堀
覚
道
師
は
飯
室
不
動

堂
の
堂
守
り
の
た
め
下
山
し
、
政
所
と
長
寿
院
と
を
合
わ
せ
て
念

仏
道
場
に
造
作
し
て
念
仏
修
業
を
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
玄
洞
と
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
玄
洞
は
堀
覚
道
師
の
人
徳
に
触

れ
て
、
こ
の
飯
室
に
松
禅
院
と
い
う
道
場
を
あ
ら
た
め
て
建
て
る

こ
と
に
し
た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
大
正
一
一
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
（
天
台
座
主
「
山
田
恵
諦
「
思
い
出
は
玄
洞
翁
と
比
叡
山
の
結
び
つ
き
」『
仰

景
帖
』
昭
和
六
一
年
）。

　

こ
の
玄
洞
の
坂
本
で
の
修
行
の
い
き
さ
つ
を
体
感
す
る
た
め

に
、
そ
し
て
、
玄
洞
が
寄
進
し
た
寺
院
の
現
在
を
み

る
た
め
に
わ
た
し
自
身
も
坂
本
か
ら
飯
室
不
動
堂
お

よ
び
松
禅
院
ま
で
の
道
の
り
を
歩
い
て
み
る
こ
と
に

し
た
。
京
阪
坂
本
駅
で
降
り
た
玄
洞
は
、
念
仏
修
業

に
励
ん
で
い
た
西
教
寺
総
門
前
の
安
養
院
に
向
か
う

途
中
で
、
戒
光
院
門
前
の
「
頬
焼
地
蔵
尊
」
石
標
を

み
つ
け
、
そ
こ
で
案
内
を
乞
う
て
こ
の
地
蔵
尊
の
由

来
や
、も
と
妙
行
院
ご
本
尊
で
あ
っ
た
経
緯
を
知
り
、

ま
た
堀
恵
慶
師
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
頬

焼
地
蔵
尊
は
、
現
在
は
、
玄
洞
が
再
興
し
た
も
と
の

妙
行
院
に
も
ど
っ
て
お
り
、
こ
の
石
標
も
い
ま
は
妙

行
院
の
門
前
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
玄
洞
が
初
め
て

堀
師
と
出
会
っ
た
戒
光
院
の
建
て
替
え
を
玄
洞
が
申

し
出
た
と
き
堀
師
は
、
頬
焼
地
蔵
尊
の
お
寺
で
あ
る
妙
行
院
の
再

建
を
希
望
し
て
、
妙
行
院
が
建
ち
、
地
蔵
尊
も
元
の
場
所
に
祀
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
戒
光
院
で
玄
洞
は
堀
恵
慶
師
に
、
現
在
修
業
を
し
て
い
る

安
養
院
が
道
路
に
面
し
て
い
て
、
少
し
落
ち
着
か
な
い
の
で
他
の

場
所
を
探
し
て
い
る
旨
を
告
げ
る
と
、
堀
師
は
、
西
教
寺
か
ら
さ

ら
に
北
の
飯
室
不
動
堂
に
案
内
し
、
堀
覚
道
師
と
会
わ
せ
た
。
確

か
に
西
教
寺
総
門
と
安
養
院
と
の
間
に
は
幅
広
い
道
路
が
通
っ
て

い
て
、当
時
と
て
人
通
り
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
予
想
で
き
る
。

妙行院門前にもどった頬焼地蔵尊の石標。玄
洞は坂本駅から西教寺に向かう途上の戒光院
にあったこの石標を見つけてその由来を尋ね
たのだった。2012 年 1 月 15 日撮影。



二
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〇

　

こ
こ
か
ら
玄
洞
は
堀
恵
慶
師
に
伴
わ
れ
て
飯
室
に
登
っ
て
行
っ

た
わ
け
だ
が
、
現
在
で
も
し
ば
ら
く
住
宅
地
を
歩
く
と
す
ぐ
に
山

道
と
な
り
人
家
は
な
く
な
る
。
い
ま
は
細
い
な
が
ら
も
車
の
か
ろ

う
じ
て
通
行
で
き
る
道
路
が
あ
る
が
、
当
時
は
、
山
を
越
え
て
飯

室
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
途
中
に
松
禅
院
に
到
る
山
道
が
2
本

あ
っ
た
。
一
本
は
飯
室
谷
回
峯
行
者
の
通
る
奈
良
坂
と
、
こ
の
堀

覚
道
師
が
大
正
時
代
に
開
い
た
と
い
う
覚
道
坂
と
で
あ
る
（
竹
内

康
之
『
比
叡
山
一
〇
〇
〇
年
の
道
を
歩
く
』
二
〇
〇
六
年 

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　

291.61/T
ak

）。
こ
の
道
を
堀
恵
慶
師
と
と
も
に
玄
洞
は
の
ぼ
っ
て

堀
覚
道
師
に
会
い
に
行
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

わ
た
し
が
訪
れ
た
日
は
冬
場
で
こ
の
覚
道
坂
を
行
く
人
も
な
く

わ
た
し
は
情
け
な
く
も
西
教
寺
か
ら
続
く
細
い
車
道
を
歩
い
た
の

だ
が
四
、
五
○
分
ほ
ど
行
く
と
飯
室
谷
不
動
堂
に
出
た
。
玄
洞
が

飯
室
に
登
っ
た
と
き
に
は
堀
覚
道
師
は
輪
番
が
欠
員
と
な
っ
て
い

た
飯
室
不
動
堂
の
堂
守
り
と
し
て
念
仏
修
業
を
し
て
い
た
わ
け
だ

が
、
こ
の
飯
室
の
地
の
環
境
を
好
ま
し
く
思
っ
た
玄
洞
は
、
大
正

一
一
年
に
は
長
く
廃
絶
し
て
い
た
松
禅
院
を
長
壽
院
の
南
の
地
に

再
興
し
て
、
護
摩
堂
（「
稱
禪
院
年
表
」
に
は
本
堂
と
あ
る
）
を
修
理
し
、

庫
裡
を
建
て
、
長
寿
院
の
不
動
堂
の
屋
根
修
理
を
行
っ
た
（『
仰
景

帖
』
一
一
一
図 

昭
和
一
三
年
）。
大
正
一
二
年
に
は
松
禅
院
に
観
音
堂

を
建
て
て
石
造
観
音
立
像
を
奉
納
し
て
い
る
。
こ
の
観
音
立
像
の

裏
面
に
は
、「
願
以
此
功
徳
普
及
於
一
切
／
我
等
與
衆
生
皆
共
成

再建された妙行院の境内。2012 年 1 月 15 日撮影。
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玄洞が頬焼地蔵尊の石標をみつけ堀師と出会った戒光院。2012
年 1 月 15 日撮影。

道路側から見た安養院（右）と西教寺総門（左）。2012 年 1 月
15 日撮影。



二
四
二

佛
道
／
大
正
一
二
年
六
月
吉
祥
日
建
之
／
施
主
山
口
玄
洞
／
松
禅

院
住
職
大
僧
都
覚
道
代
／
請
負
人
松
井
源
次
郎
／
南
勢
友
作
」
と

刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
大
正
一
四
年
に
は
地
蔵
堂
、
大
黒
堂
お

よ
び
土
蔵
も
建
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
こ
う
し
て
玄
洞
は
、
飯
室
谷
長
寿
院
に
こ
も
っ
て
念
仏
を

お
さ
め
、
ま
た
松
禅
院
を
再
興
し
て
ま
す
ま
す
修
業
に
励
ん
だ
。

と
こ
ろ
で
、
飯
室
不
動
堂
や
比
叡
山
横
川
所
属
の
住
職
た
ち
は
、

毎
月
三
日
に
は
比
叡
山
中
興
の
祖
で
あ
る
元
三
大
師
を
祀
る
横
川

大
師
堂
に
詣
で
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
坂
本
の

里
住
ま
い
か
ら
比
叡
の
山
に
登
る
と
き
こ
の
飯
室
不
動
堂
に
立
ち

寄
り
休
息
を
と
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
玄
洞
が
修
業
を

し
て
い
る
わ
け
で
、
玄
洞
は
こ
こ
で
こ
れ
ら
学
徳
を
備
え
た
僧
正

で
あ
る
今
出
川
円
俊
師
、
水
尾
寂
暁
師
、
渋
谷
慈
鎧
師
ら
と
出
会

う
こ
と
と
な
り
、
横
川
が
絶
好
の
修
業
道
場
で
あ
る
と
の
認
識
を

玄
洞
は
持
っ
た
。
そ
し
て
法
華
経
を
筆
写
す
る
如
法
経
会
が
す
た

れ
て
い
る
こ
と
を
嘆
き
、
荒
れ
果
て
た
横
川
の
如
法
堂
址
に
根
本

如
法
塔
を
再
興
し
て
大
正
一
一
年
横
川
如
法
経
会
を
設
立
し
て
写

経
の
会
を
再
開
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
如
法
塔
の
場
所
を

定
め
る
の
に
先
の
元
三
大
師
の
御
籤
で
定
め
た
の
だ
っ
た
が
、
工

事
に
取
り
掛
か
る
と
地
中
か
ら
一
条
天
皇
の
中
宮
で
道
長
の
娘
彰

子
奉
納
の
経
筥
が
出
現
し
、
こ
こ
が
も
と
の
如
法
塔
の
場
所
と
分

か
っ
て
そ
の
因
縁
に
驚
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
如
法
塔
が
再
興

飯室不動堂および松禅院に登る覚道坂。2012 年 1 月 15 日撮影。
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飯室松禅院護摩堂と庫裡。2012 年 1 月 15 日撮影。

地蔵堂から望む松禅院全景。2012 年 1 月 15 日撮影。
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さ
れ
如
法
会
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
如
法
写
経
会

が
行
わ
れ
る
如
法
塔
に
は
、
慈
覚
大
師
の
影
像
の
前
に
称
禅
院
玄

阿
輝
洞
居
士
の
玄
洞
位
牌
が
置
か
れ
て
祀
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
比
叡
山
と
玄
洞
と
の
結
び
つ
き
が
強
く
な
っ
て

い
き
、
玄
洞
死
去
の
昭
和
一
二
年
に
は
、
玄
洞
最
後
の
寄
進
と
し

て
東
塔
阿
弥
陀
堂
が
建
立
さ
れ
、
玄
洞
死
後
の
五
月
に
落
慶
法
要

が
も
た
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
念
仏
と
参
禅
の
甲
斐
あ
っ
て
か
、
体
調
も
も
ど
っ
て

き
て
、
玄
洞
は
方
広
寺
派
管
長
間
宮
英
宗
和
尚
へ
の
感
謝
の
念
を

示
す
た
め
に
大
正
一
一
年
遠
州
深
奥
山
方
広
寺
に
三
重
塔
を
寄

進
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
そ
の
前
年
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）

年
に
は
京
都
寺
町
に
山
口
仏
教
会
館
を
建
造
し
、
基
金
を
添
え
て

栖
賢
寺
の
間
宮
英
宗
和
尚
を
館
長
に
迎
え
た
。
和
尚
は
こ
の
会
館

を
拠
点
に
さ
ら
な
る
活
動
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
山

口
仏
教
会
館
は
、
戦
後
に
は
文
化
会
館
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
の

跡
地
に
は
、
昭
和
五
七
年
京
都
市
歴
史
資
料
館
が
建
設
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
い
き
さ
つ
は
、
森
谷
尅
久
に
よ
れ
ば
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
森
谷
が
玄
洞
の
子
息
第
五
代
玄
洞
と
会
っ
た
の
は

昭
和
四
三
年
ご
ろ
、
当
時
岡
崎
に
あ
っ
た
京
都
市
史
編
纂
所
に
お

い
て
で
あ
る
と
い
う
。
森
谷
が
右
京
区
牛
ケ
瀬
の
津
田
家
の
調
査

を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
津
田
家
の
出
身
と
い
う
五
代
玄
洞
が
訪
ね

て
き
て
こ
の
津
田
家
の
由
緒
に
つ
い
て
法
要
の
折
に
話
を
し
て
ほ

し
い
と
依
頼
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
市
史
編
纂
所
は
改
組
さ
れ
て

林
屋
辰
三
郎
の
責
任
編
集
の
も
と
『
京
都
の
歴
史
』
の
刊
行
準
備

に
は
い
り
、
さ
ら
に
京
都
歴
史
館
と
の
仮
称
で
資
料
館
構
想
も
出

さ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
昭
和
四
六
年
の
一
〇
月
一
日
、林
屋
か
ら
、

五
代
玄
洞
よ
り
市
史
編
纂
所
建
設
の
た
め
の
敷
地
寄
贈
の
申
し
出

が
あ
っ
た
と
告
げ
ら
れ
た
。
そ
の
土
地
は
、
先
の
山
口
仏
教
会
館

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
五
代
玄
洞
は
、
京
都
に
歴
史
資
料
館
が
な
い

こ
と
、
さ
ら
に
山
口
仏
教
会
館
の
実
情
を
考
え
た
と
き
、
資
料
館

と
し
て
建
て
直
す
こ
と
が
、
先
代
玄
洞
の
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
に
な

る
と
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
財
団
法
人
山
口
仏
教
会
館
を
解

散
し
て
昭
和
四
八
年
五
月
二
五
日
、
京
都
会
館
に
お
い
て
目
録
贈

呈
式
が
行
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
森
谷
尅
久
「
四
代 

山
口
玄
洞

翁
と
京
都
市
歴
史
資
料
館
」『
仰
景
帖
』
昭
和
六
一
年
）。
こ
の
資
料
館
の
前

に
は
大
徳
寺
管
長
中
村
祖
順
老
師
の
揮
毫
「
山
口
仏
教
会
館
跡
」

の
石
碑
が
建
つ
。
こ
の
山
口
仏
教
会
館
も
、
山
口
玄
洞
邸
宅
と
同

様
に
武
田
五
一
の
設
計
に
な
る
建
物
で
あ
る
。

  

こ
の
よ
う
に
し
て
念
仏
に
励
む
玄
洞
は
、
山
口
式
念
仏
法
と
言

え
る
も
の
を
考
え
出
し
た
（
中
野
楚
溪
『
稱
禪
院
略
傳
』）。
毎
朝
三
時

に
起
床
し
店
員
を
本
堂
に
並
ば
せ
丹
田
に
力
を
入
れ
て
座
り
、
膝

を
少
し
開
い
た
状
態
で
大
き
な
声
を
出
し
て
称
名
す
る
。
こ
の
数

時
間
に
お
よ
ぶ
念
仏
の
あ
と
に
は
南
無
大
慈
大
悲
十
一
面
観
世
音

菩
薩
ほ
か
五
尊
の
名
と
尊
ご
と
に
心
経
六
巻
ず
つ
読
誦
す
る
と
い
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五

う
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
年
ご
ろ
か
ら
玄
洞
は
毎
年
正
月
を
、
坂
本
安
養
院
で
念

仏
修
業
に
励
ん
で
過
ご
し
た
。
伊
賀
上
野
市
西
蓮
寺
住
職
金
剛
義

光
が
ま
だ
坂
本
の
安
養
院
に
在
住
の
時
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
正
月

元
旦
の
祝
儀
を
京
都
の
邸
宅
で
済
ま
せ
て
す
ぐ
に
、
森
下
と
い
う

付
添
い
の
古
老
と
二
、
三
人
の
店
員
と
と
も
に
、
寺
に
出
向
い
て

泊
り
が
け
で
木
魚
を
叩
い
て
念
仏
を
唱
え
た
。太
く
て
渋
い
声
で
、

長
年
の
修
業
鍛
え
た
見
事
な
念
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
（「
富
豪
の
膏

薬
」、
筆
者
未
見
、
参
照
は
『
山
口
玄
八
十
年
史
』）。

　

こ
の
念
仏
修
養
が
人
格
を
形
成
し
そ
れ
が
仕
事
に
繫
が
る
と
信

じ
た
玄
洞
は
、
新
入
社
員
二
〇
名
を
毎
年
坂
本
安
養
院
と
御
車
通

の
本
邸
に
集
め
こ
の
念
仏
を
と
な
え
る
修
行
を
行
わ
せ
た
と
い

う
。
会
社
の
仕
事
か
ら
は
離
れ
て
京
都
に
籠
も
っ
た
玄
洞
は
、
厳

し
い
修
業
を
自
身
に
課
し
、
社
員
に
も
こ
う
し
た
精
神
的
内
面
的

な
指
導
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
玄
洞
は
昭
和
四
年
一
二
月
二
九
日
店
を
訪
れ
て
講
話
を

行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
会
社
の
、
そ
し
て
社
員
に
対
す
る

い
わ
ば
遺
訓
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
（
速
記
岩
室
憲
六
郎

に
よ
る
「
遺
訓
」
は
（『
山
口
玄
八
十
年
史
』
に
載
る
。
岩
室
は
『
禅
苑
』
を
編

集
し
て
お
り
同
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
推
測
す
る
が
筆
者
未
見
）。

  

こ
う
し
て
玄
洞
は
自
ら
の
心
身
を
称
名
念
仏
と
禅
道
と
い
う
仏

道
に
投
入
し
な
が
ら
、
一
方
で
私
財
を
寺
社
や
施
設
へ
の
寄
付
と

京都寺町山口仏教会館。本邸同様武田五一の設計である（『山口
玄八十年史』より）。現在は京都市歴史資料館。
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い
う
形
で
社
会
へ
と
還
流
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
玄
洞
は
御
車
通

本
邸
の
陽
当
た
り
の
よ
い
居
間
に
寝
起
き
し
、
富
岡
鉄
斎
の
写
真

を
掲
げ
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
像
を
安
置
し
て
持
仏
と
し
、
毎
朝
三
時

か
ら
の
勤
行
を
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

昭
和
一
一
年
一
〇
月
二
五
日
、
玄
洞
の
寄
進
し
た
知
恩
寺
大
方

丈
が
竣
工
し
て
別
時
念
仏
会
が
開
か
れ
、
玄
洞
は
講
話
を
頼
ま
れ

出
か
け
て
「
鎮
西
上
人
の
徹
選
択
集
を
拝
読
し
て
」
と
題
し
た
講

話
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
後
持
病
と
し
て
抱
え
て
い
た
糖
尿
病
に

腎
臓
病
を
併
発
し
て
し
ま
い
、
一
二
月
六
日
あ
た
り
か
ら
ベ
ッ
ド

に
寝
つ
く
よ
う
に
な
り
二
一
日
か
ら
は
病
床
に
就
く
と
い
う
あ
り

さ
ま
と
な
っ
た
。
二
五
日
に
は
大
阪
帝
国
大
学
楠
本
長
三
郎
総
長

が
見
舞
い
に
き
た
。
ま
た
尾
道
市
役
所
か
ら
も
柑
橘
が
届
き
「
う

ま
い
な
」
と
喜
ん
だ
と
い
う
。
二
六
日
に
は
見
舞
い
に
訪
れ
た
水

尾
寂
暁
師
に
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
を
枕
元
に
か
け
さ
せ
る
ま
で
の

重
篤
と
な
っ
た
。
衰
弱
し
な
が
ら
も
高
尾
神
護
寺
金
堂
に
植
え
込

む
楓
を
窓
外
に
吊
さ
せ
て
見
分
し
た
り
、
安
井
楢
次
郎
技
師
に
は

昭
和
一
〇
年
一
二
月
に
寄
進
し
た
比
叡
山
阿
弥
陀
堂
と
工
事
中
の

政
所
に
使
う
瓦
見
本
を
持
っ
て
こ
さ
せ
た
り
も
し
た
。

　

そ
れ
で
も
何
と
か
小
康
状
態
と
な
り
正
月
を
迎
え
て

お
餅
の
汁
を
す
す
っ
て
元
旦
を
祝
う
こ
と
が
出
来
た
。

年
賀
に
き
て
い
た
家
族
や
会
社
の
重
役
、
社
員
ら
を
枕

元
に
呼
ん
で
、自
己
本
位
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
、

自
己
を
捨
て
る
こ
と
で
自
己
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
、
こ

れ
が
成
功
の
基
本
で
あ
る
と
言
い
含
め
た
。
そ
し
て
昏

睡
状
態
に
な
り
ま
た
時
お
り
目
を
覚
ま
す
と
念
仏
を
唱

え
、
関
通
上
人
の
『
夢
の
知
識
』（
教
報
社 

明
治
三
七
年 

188.6/K
an

）
の
臨
終
の
心
得
を
読
誦
さ
せ
た
。
こ
こ
に

は
「
一
、
正
し
く
只
今
命
終
ト
思
フ
時
ハ
彌
々
家
内
ヲ

寂
静
ニ
シ
テ
、
知
識
タ
ル
人
病
人
ノ
前
ニ
テ
静
ニ
曰
ベ

シ
、
年
来
ノ
本
望
此
時
ナ
リ
、
如
来
コ
コ
ニ
引
接
シ
玉

フ
、
決
定
往
生
疑
ヒ
ナ
シ
、
南
無
阿
彌
陀
佛
十
返
百
返

武田五一胸像（京都工芸繊維大学構内　2012
年 1 月 20 日撮影）。
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千
返
病
人
ノ
耳
ニ
ヲ
ツ
ル
程
、
ヲ
ソ
カ
ラ
ズ
、
ハ
ヤ
カ
ラ
ズ
、
病

人
ノ
出
ス
息
ニ
唱
ヘ
合
ス
ベ
シ
」「
一
、
又
ノ
言
ハ
ク
、
兎
ニ
モ

角
ニ
モ
惡
ヲ
忍
ビ
テ
念
佛
ノ
功
ヲ
積
ベ
キ
也
、
習
ヒ
先
ヨ
リ
有
ラ

ザ
レ
バ
、
臨
終
正
念
モ
難
シ
、
常
ニ
臨
終
ノ
思
ヲ
ナ
シ
テ
臥
ス
毎

ト
ニ
十
念
ヲ
唱
フ
ベ
シ
、
サ
レ
バ
イ
子
テ
モ
覚
テ
モ
忘
ル
ゝ
事
ナ

カ
レ
ト
侍
ル
／
阿
彌
陀
佛
と
十
聲
唱
へ
て
ま
と
ろ
ま
ん
永
き
ね
む

り
と
な
り
も
こ
そ
す
れ
／
夢
の
世
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
嘆
く
な
よ

覚
め
て
臺
に
登
り
身
な
れ
は
」
と
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
臨
終
の

心
得
を
読
誦
さ
せ
る
な
か
、
玄
洞
は
往
生
し
た
の
で
あ
る
。
時
に

昭
和
一
二
年
一
月
九
日
午
後
六
時
二
三
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
山

口
三
郎
「
病
間
追
想
」『
山
口
玄
八
十
年
史
』）。

　

密
葬
は
一
月
一
一
日
本
邸
大
広
間
で
行
わ
れ
た
。
導
師
は
山
口

仏
教
会
館
館
長
間
宮
英
宗
大
禅
師
で
あ
る
。
な
お
本
葬
は
一
月
一

七
日
に
大
徳
寺
で
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
会
社
関
係
、
宗
教
関
係

者
、
寄
付
寄
贈
を
受
け
た
寺
社
や
施
設
の
関
係
者
ら
が
参
列
す
る

盛
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
禅
宗
で
霊
前
に
供
え
る
奠
茶
奠
湯
は
玄

洞
が
多
大
な
寄
付
を
し
て
建
設
し
た
尾
道
上
水
道
の
水
を
も
っ
て

お
こ
な
わ
れ
た
。
ま
た
尾
道
で
は
密
葬
当
日
に
は
浄
泉
寺
に
焼
香

台
が
設
け
ら
れ
市
民
の
参
拝
が
な
さ
れ
、
本
葬
時
に
は
西
国
寺
で

追
悼
法
要
が
営
ま
れ
て
玄
洞
の
遺
徳
が
偲
ば
れ
て
い
る
。
納
骨
は

昭
和
一
二
年
二
月
二
六
日
大
徳
寺
塔
頭
龍
翔
寺
内
山
口
家
墓
地
で

お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
四
月
二
十
五
日
に
は
尾
道
西
国
寺
の
墓
所
に

梶井町御車通の山口本邸表玄関前（『仰景帖』昭和 13 年 より）。
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分
骨
さ
れ
た
。
法
号
は
稱
禪
院
玄
阿
輝
洞
居
士
で
あ
る
。

  Ⅳ
．
寄
付
・
寄
進

  

玄
洞
が
社
会
貢
献
に
生
き
た
大
正
時
代
か
ら
昭
和
の
は
じ
め
は
、

慈
善
事
業
家
が
多
く
出
た
時
期
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
日
本
の

企
業
家
と
社
会
文
化
事
業

－

大
正
期
の
フ
ィ
ラ
ン
ソ
ロ
ピ
ー
』（
川

添
登 

山
岡
義
典
編
著 

東
洋
経
済
新
報
社 

一
九
八
七
年　

369.1/K
aw

）
に
は
、

森
村
市
左
衛
門
と
森
村
豊
明
会
、
原
田
二
郎
と
原
田
積
善
会
、
斎

藤
善
右
衛
門
と
斎
藤
報
恩
会
、
大
原
孫
三
郎
と
大
原
三
研
究
所
な

ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
慈
善
家
と
山
口
玄
洞

は
す
こ
し
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
が
仏
道
と

い
う
宗
教
的
な
動
機
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
り
、
信

仰
の
た
め
の
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
仏
道
を

目
指
す
と
い
っ
た
間
接
的
な
寄
進
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
も
関
連
し
て
い
る
か
と
も
思
う
。
つ
ま
り
山
口

の
そ
れ
は
社
会
事
業
そ
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
ど
う
言
え
ば
い
い
か
、
何
か
人
知
れ
ず
と
い
う

か
、
名
を
冠
す
る
こ
と
の
な
い
寄
進
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

  

こ
こ
で
思
い
起
こ
す
の
は
、
同
じ
く
大
正
時
代
か

ら
昭
和
初
期
に
、
京
都
西
陣
の
帯
地
卸
商
で
財
を
な

し
た
三
宅
安
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
。
安
兵
衛
は
、
遺

し
た
資
金
を
も
っ
て
お
世
話
に
な
っ
た
京
都
の
町
に
何
ら
か
の
形

で
還
元
し
て
お
礼
と
す
る
よ
う
に
、
と
言
い
遺
し
て
死
去
し
た
。

そ
し
て
そ
の
子
清
治
郎
が
、京
都
府
南
部
の
文
化
史
蹟
を
中
心
に
、

そ
の
存
在
を
示
す
石
碑
を
建
て
る
こ
と
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
石
碑
を
建
て
る
と
い
う
あ
ま
り
目
立
た
ぬ
社
会
還
元
の
形
で

あ
る
が
、
石
碑
の
裏
に
は
「
京
都
三
宅
安
兵
衛
依
遺
志
建
之
」
と

あ
り
、そ
れ
が
三
宅
安
兵
衛
の
遺
志
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
、

そ
の
遺
志
は
形
あ
る
も
の
と
し
て
遺
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
清

治
郎
に
よ
る
父
母
の
回
想
記
『
木
の
下
蔭
』
に
は
、「
此
の
金
を

予
が
死
後
、
京
都
の
為
め
公
利
公
益
の
事
に
使
用
せ
よ
。
是
れ
予

関通上人『夢の知識』表紙（188.6/Kan）
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が
幼
よ
り
故
国
を
出
て
京
都
に
来
り
今
日
迄
恩
沢
を
蒙
り
し
御
礼

の
意
也
。
但
し
其
用
途
の
方
法
時
期
等
は
汝
に
一
任
す
」と
あ
り
、

清
治
郎
は
熟
慮
の
末
に
寺
社
や
名
所
旧
蹟
を
示
す
石
碑
を
建
て
る

こ
と
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
（
中
村
武
生
「
京
都
三
宅
安
兵
衛
・
清
治
郎

父
子
建
立
碑
と
そ
の
分
布

－

大
正
期
及
び
現
京
都
市
域
を
中
心
に
」『
花
園
史
学
』

第
二
二
号 

二
〇
〇
一
な
ど
）。
こ
の
安
兵
衛
・
清
治
郎
に
よ
る
石
碑
に

つ
い
て
は
、
中
村
武
生
が
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
力
を

注
い
で
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（「
京
都
三
宅
安
兵
衛
遺
志
碑
と
は
？
」   

http://hom
epage2.nifty.com

/N
akam

uraT
akeo-H

P/yasu/index.htm
l　

二
〇
一
二
年
一
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

  

振
り
返
っ
て
山
口
玄
洞
の
寄
付
・
寄
進
に
つ
い
て
は
如
何
で
あ

ろ
う
か
。『
仰
景
帖
』（
昭
和
一
三
年
）の
巻
末
に
中
野
楚
溪
編「
稱

禪
院
年
表
」
が
あ
り
そ
こ
に
寄
付
・
寄
進
の
概
要
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
百
か
所
以
上
に
の
ぼ
り
、
ま
た
そ
の
資
金
面
か
ら

考
え
て
も
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
膨
大
さ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
玄

洞
の
社
会
貢
献
に
つ
い
て
は
、
ど
こ
か
で
顕
彰
さ
れ
、
ま
た
寄
付

寄
進
の
経
緯
が
、
該
当
の
寺
院
の
案
内
板
や
由
緒
書
な
ど
に
明
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は

玄
洞
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
尾
道
市
の
上
水

道
敷
設
費
と
し
て
一
〇
三
万
五
千
円
を
寄
付
し
た
玄
洞
の
銅
像
を

尾
道
市
で
建
設
し
よ
う
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
断
っ
た
玄
洞
の
こ
と

で
あ
る
（「
玄
洞
同
窓
会
相
談
役
高
橋
徳
次
郎
氏
挨
拶
」『
山
口
玄
八
十
年
史
』）。

京都日出新聞　昭和 12 年 1 月 10 日　山口玄洞葬儀の記事（京
都府立総合資料館所蔵マイクロフィルム）
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ま
た
神
護
寺
に
寄
進
す
る
と
き
に
は
京
都
の
新
聞
社
の
記
者
を
食

事
に
よ
び
な
が
ら
、
こ
の
寄
進
に
つ
い
て
の
記
事
は
一
切
書
か
ぬ

よ
う
に
挨
拶
を
し
た
と
も
い
う
（
別
格
本
山
高
尾
神
護
寺
貫
主
谷
内
乾
岳

「
玄
洞
居
士
を
偲
ん
で
」『
仰
景
帖
』
昭
和
六
一
年
）。
し
か
し
な
が
ら
玄
洞

の
死
後
七
〇
年
以
上
も
経
過
し
た
現
在
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
忘

れ
ら
れ
て
よ
い
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
ま
い
と
思
う
。
玄
洞
が
寄

進
し
た
堂
塔
に
つ
い
て
、
そ
の
寄
進
の
次
第
が
か
な
ら
ず
し
も
記

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

  

大
正
七
年
に
京
都
の
御
車
通
の
本
邸
に
身
を
引
い
た
玄
洞
は
、

ひ
た
す
ら
に
信
仰
の
道
に
入
り
、
社
会
還
元
の
慈
善
事
業
と
い
う

直
截
的
な
支
援
も
お
こ
な
い
は
し
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
仏

道
の
た
め
の
祈
り
の
場
所
で
あ
る
寺
院
伽
藍
を
整
備
す
る
こ
と
、

そ
の
こ
と
で
人
と
し
て
祈
り
の
心
を
取
り
戻
す
環
境
が
整
う
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
、
間
接
的
な
形
で
寺
社
の
整
備
へ
の
寄
付
寄

進
を
行
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
金
額
は
莫
大
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ

う
し
た
玄
洞
の
寄
進
の
行
為
が
知
れ
て
く
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ

か
ら
寄
進
嘆
願
の
声
が
寄
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
玄
洞
は
寄

進
す
る
寺
院
に
つ
い
て
は
、
寺
の
由
緒
、
景
勝
地
に
あ
る
こ
と
、
住

職
の
人
格
の
三
条
件
を
満
た
す
も
の
を
厳
選
し
た
。
条
件
が
整
っ

た
寺
院
に
は
玄
洞
の
方
か
ら
進
ん
で
寄
進
し
た
。
そ
れ
は
玄
洞
の

寄
進
と
い
う
行
為
が
、
代
償
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
仏
道
に
根

差
し
た
無
償
の
行
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
無
償
の
行
為
で
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
無
償
の
行
為

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
死
後
七
〇
年
を
経
過
し
た
現
在
、
あ
ら
た
め

て
そ
の
顕
彰
が
な
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。

  

さ
い
ご
に
玄
洞
の
寺
院
寄
進
の
設
計
を
受
け
持
っ
た
安
井
楢
次

郎
の
こ
と
に
触
れ
て
お
く
。
玄
洞
の
御
車
通
の
本
邸
や
山
口
仏
教

会
館
は
武
田
五
一
の
設
計
で
あ
っ
た
が
、
玄
洞
寄
進
の
寺
院
堂
塔

の
多
く
の
設
計
は
安
井
楢
次
郎
が
携
わ
っ
て
い
る
。
安
井
楢
次
郎

は
明
治
六
年
の
生
ま
れ
で
玄
洞
の
一
〇
歳
ほ
ど
年
下
で
あ
っ
た
。

京
都
府
の
技
手
と
し
て
醍
醐
寺
薬
師
堂
な
ど
の
修
理
工
事
な
ど
に

あ
た
り
、
大
正
一
一
年
ご
ろ
か
ら
玄
洞
の
専
任
技
師
の
か
た
ち
で

玄
洞
寄
進
し
た
寺
院
な
ど
の
設
計
を
手
掛
け
て
き
た（
廣
岡
幸
義「
安

井
楢
次
郎
と
山
口
玄
洞
」『
平
成
一
七
年
度
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
報
告

集
』）。
そ
し
て
玄
洞
死
去
の
病
床
の
時
期
ま
で
、
玄
洞
の
指
示
に

従
っ
て
そ
の
任
を
果
た
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
安
井
と
二
人
三
脚
で
寄
進
が
な
さ
れ
て
き
た
わ
け

だ
が
、
今
回
そ
の
い
く
つ
か
そ
の
寄
進
の
個
所
を
わ
た
し
自
身
で

歩
い
た
。
玄
洞
の
社
会
還
元
と
も
言
え
る
寄
進
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
寄
進
の
旨
が
寺
社
な
ど
に
お
い
て
何
か
の

形
で
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
が
ど
の
地

域
の
ど
う
い
っ
た
箇
所
で
あ
ろ
う
か
、
こ
う
し
た
こ
と
を
そ
の
場

所
を
実
際
に
い
く
つ
か
を
歩
く
こ
と
で
、
昭
和
一
二
年
一
月
に
御

車
通
の
本
邸
で
息
を
引
き
取
っ
た
玄
洞
の
軌
跡
を
、
少
し
で
も
追
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体
験
で
き
れ
ば
と
考
え
て
、
今
回
は
数
箇
所
だ
け
で
も
歩
い
て
み

た
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
現
場
に
立
つ
こ
と
で
場
所
の
持
つ
磁

場
と
で
も
い
う
べ
き
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
や
も
し
れ
ぬ
と

思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
巡
覧
を
加
え
て
本
稿
を
記
し

て
き
た
。

文
末
に
そ
う
し
た
巡
覧
の
た
め
に
と
思
い
、
中
野
楚
溪
編
の
略
年
表
（『
仰

景
帖
』
昭
和
一
三
年
）
か
ら
地
域
ご
と
の
寄
進
リ
ス
ト
作
成
し
て
掲
げ
て

お
い
た
。

む
す
び

  

こ
こ
ま
で
、
い
さ
さ
か
長
い
論
述
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
山

「猿丸大夫故址」の石碑裏面。「昭和三
年秋禀京都三宅安兵衛建之」とある。
2012 年 1 月 22 日撮影。

猿丸神社内の三宅安兵衛・清治郎による石碑「猿丸大夫故址」。
2012 年 1 月 22 日撮影。



二
五
二

口
玄
洞
の
事
績
を
追
い
な
が
ら
、
と
り
わ
け
寺
院
や
施
設
な
ど
へ

の
寄
進
に
つ
い
て
、
そ
の
実
施
に
い
た
る
ま
で
の
玄
洞
の
軌
跡
を

述
べ
て
き
た
。
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
梶
井
町
御

車
通
の
聖
ト
マ
ス
学
院
を
訪
れ
て
か
ら
、
そ
の
場
所
の
持
つ
力
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
触
発
さ
れ
、
そ
れ
に
引
か
れ
る
よ
う
に
し
て

前
住
者
の
玄
洞
の
こ
と
を
調
べ
る
に
い
た
っ
た
。
玄
洞
は
会
社
を

引
退
し
て
の
ち
、
こ
の
梶
井
町
の
本
邸
を
住
処
と
し
て
京
都
の
町

を
歩
き
、
寺
院
を
詣
で
、
仏
者
と
出
会
い
、
称
名
念
仏
や
禅
道
へ

と
向
か
う
方
向
性
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
玄
洞
は
こ
こ
で
晩

年
を
過
ご
し
、
念
仏
に
励
み
な
が
ら
寄
付
寄
進
を
お
こ
な
う
寺
院

や
学
校
な
ど
を
定
め
こ
こ
で
生
涯
を
終
え
た
。
御
車
通
の
本
邸
は

ま
さ
に
そ
の
場
所
だ
っ
た
。
玄
洞
は
息
を
引
き
取
る
直
前
ま
で
、

寄
進
を
し
た
寺
院
の
植
樹
な
ど
に
も
心
を
い
た
め
な
が
ら
、
そ
の

臨
終
に
は
菩
薩
来
迎
図
を
枕
元
に
か
け
さ
せ
て
念
仏
を
唱
え
、「
夢

の
知
識
」
を
読
誦
さ
せ
な
が
ら
こ
の
本
邸
で
息
を
引
き
取
っ
た
。

  

そ
し
て
あ
と
に
残
っ
た
の
は
、
私
財
を
な
げ
う
っ
て
各
地
に
寄

進
を
し
た
寺
院
の
伽
藍
や
文
化
施
設
で
あ
る
。
寄
進
し
た
文
化
施

設
の
い
く
つ
か
は
、
す
で
に
建
て
替
え
が
な
さ
れ
て
往
時
を
し
の

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
寺
院
の
多
く
は
、
玄
洞
の
仏
道
へ
の
思

い
を
身
に
纏
い
な
が
ら
、
そ
の
姿
を
我
々
の
前
に
見
せ
て
く
れ
て

い
る
。
寺
社
の
建
物
に
は
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
玄
洞
寄
進
の

経
緯
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
残

さ
れ
て
在
る
建
物
に
は
、
寄
進
に
い
た
る
玄
洞
の
深
い
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
と
さ
ら
に
玄
洞
の
功
績
を
顕
彰
す
る
と
い
う
の
は
、
も
と
よ

り
山
口
玄
洞
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
が
、
玄
洞
死
し
て
七

〇
年
を
経
た
現
在
、
も
う
い
ち
ど
玄
洞
の
心
の
軌
跡
を
追
い
な
が

ら
、
そ
の
寺
院
の
伽
藍
な
ど
を
眺
め
て
み
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
意

義
の
な
い
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
と
考
え
て
、
玄
洞
の
軌
跡
を
論
じ

て
み
た
次
第
で
あ
る
。

〈
附
録
〉

一
、
山
口
玄
洞
寄
贈
寄
進
一
覧

　

こ
の
リ
ス
ト
は
中
野
楚
溪
編
の
年
表
か
ら
、
寄
付
寄
進
を
地
域

ご
と
に
書
き
だ
し
て
ま
と
め
な
お
し
た
も
の
で
あ
る
。
巡
覧
す
る

た
め
の
リ
ス
ト
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
寄
付
寄
進
の
金

額
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
。
詳
細
は
楚
溪
の
年
表
（『
仰
景
帖
』
昭
和

一
三
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
楚
溪
の
リ
ス
ト
は
年
月
順
で

あ
る
が
こ
こ
で
は
、
寺
社
や
学
校
な
ど
の
種
別
と
し
、
そ
れ
を
県

ご
と
に
ま
と
め
た
。
た
だ
尾
道
は
類
別
せ
ず
ま
と
め
て
あ
る
。
数

の
多
い
京
都
や
滋
賀
の
寺
社
は
五
十
音
順
に
並
べ
替
え
た
。

〈
尾
道
〉

尾
道
市
女
子
高
等
小
学
校
に
寄
付  

明
治
三
四
年
五
月
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＊
二
四
年
ぶ
り
の
帰
郷
時
に
寄
付
。

尾
道
市
西
国
寺
に
井
戸
屋
形
を
寄
進  

明
治
三
四
年
六
月

尾
道
市
実
業
補
習
学
校
設
置
な
ら
び
に
経
営
基
金
と
し
て
醵
出  

大
正
八

年
七
月＊

大
正
八
年
八
月
設
立
認
可
、
翌
九
年
四
月
尾
道
市
立
実
業
補
習
学
校

開
校
、
昭
和
一
〇
年
尾
道
市
立
明
徳
商
業
学
校
。
現
広
島
県
尾
道
南
高

等
学
校
。

尾
道
市
上
水
道
敷
設
費
と
し
て
寄
付  

大
正
一
一
年
六
月

尾
道
商
業
実
務
学
校
基
本
財
産
と
し
て
寄
付  

大
正
一
一
年
七
月

尾
道
市
浄
土
寺
十
一
面
観
音
尊
前
に
青
銅
大
燈
籠
を
奉
納  

大
正
一
三
年

＊
尾
道
を
出
て
大
阪
に
向
か
う
と
き
に
燈
籠
寄
進
を
誓
願
し
、
そ
の
約

束
を
果
た
し
た
も
の
。

尾
道
市
久
保
八
幡
神
社
に
寄
進  

昭
和
六
年
六
月

〈
小
中
高
等
学
校
〉

大
阪
市
船
場
小
学
校
の
新
築
に
あ
た
っ
て
寄
付  

明
治
三
五
年
九
月

京
都
下
鴨
尋
常
高
等
小
学
校
校
舎
増
築
費
中
に
寄
付  

大
正
一
五
年
五
月

京
都
京
極
幼
稚
園
改
築
費
中
に
寄
付  

昭
和
三
年
九
月

京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
図
書
館
に
寄
付  

昭
和
三
年
一
二
月

大
津
市
膳
所
町
小
学
校
に
寄
付  

昭
和
三
年
一
二
月

京
都
府
立
第
一
中
学
校
図
書
館
に
寄
付  

昭
和
四
年
一
〇
月

大
津
市
膳
所
小
学
校
建
築
費
中
へ
寄
付  

昭
和
六
年
四
月

京
都
家
政
高
等
女
学
校
建
築
費
中
に
寄
付  

昭
和
九
年
四
月

〈
大
学
〉

早
稲
田
大
学
基
金
中
に
寄
付  

明
治
四
三
年
五
月

早
稲
田
大
学
御
大
典
記
念
基
金
中
に
寄
付  

大
正
四
年
一
二
月

大
谷
派
女
子
学
校
へ
寄
付  

明
治
四
四
年
一
月

日
本
女
子
大
学
基
金
中
に
寄
付  

明
治
四
四
年
六
月

日
本
女
子
大
学
へ
寄
付  

大
正
五
年
六
月

慶
應
義
塾
大
学
医
学
科
設
立
資
金
中
に
寄
付  

大
正
五
年
一
一
月

京
都
帝
国
大
学
山
口
奨
学
資
金
と
し
て
寄
付  

大
正
九
年
一
月

大
阪
帝
国
大
学
微
生
物
病
研
究
所
の
た
め
に
醵
出  

昭
和
六
四
月

＊
昭
和
八
年
七
月
大
阪
府
立
医
科
大
学
附
属
病
院
横
に
建
設
し
大
学
に

寄
付

大
阪
帝
国
大
学
微
生
物
病
研
究
会
へ
寄
付  

昭
和
八
年
一
二
月

〈
団
体
〉

帝
国
義
勇
艦
隊
建
設
義
金
と
し
て
寄
付  

明
治
四
〇
年
五
月

日
本
赤
十
字
社
へ
醵
出  

明
治
年
月
明
治
四
一
年
四
月

恩
賜
財
団
済
生
会
に
寄
付  

明
治
四
四
年
六
月
、
大
正
一
五
年
五
月
、
昭

和
三
年
五
月

＊
明
治
四
四
年
五
月
三
〇
日
設
立
認
可
。

同
仁
会
に
寄
付  
大
正
五
年
一
一
月
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大
阪
市
財
団
法
人
山
口
厚
生
病
院
設
立
資
金
と
し
て
醵
出  

大
正
七
年
六

月

＊
大
正
一
一
年
一
〇
月
開
院
式
。
管
理
を
当
時
の
大
阪
府
立
医
科
大
学

に
依
頼
。
医
科
大
学
が
大
阪
帝
国
大
学
医
学
部
と
な
り
財
団
法
人
を
解

散
し
昭
和
一
〇
年
九
月
大
阪
帝
国
大
学
本
学
に
移
管
さ
れ
附
属
医
院
山

口
病
院

京
都
光
明
会
に
寄
進  

大
正
一
二
年

＊
熱
心
な
念
仏
者
の
両
親
を
持
つ
山
崎
弁
栄
が
開
い
た
も
の
で
大
正
三

年
「
如
来
光
明
会
趣
意
書
」
を
発
表
し
た
（『
浄
土
宗
布
教
伝
道
史
』）。

広
島
県
片
山
病
撲
滅
組
合
に
寄
付  

大
正
一
三
年
一
二
月

＊
片
山
病
は
小
さ
な
巻
貝
が
仲
介
す
る
住
血
吸
虫
が
原
因
の
地
方
病
。

大
正
七
年
広
島
県
地
方
病
撲
滅
組
合
組
織
。

京
都
岩
倉
病
院
に
寄
付  

大
正
一
三
年
一
二
月

＊
明
治
一
七
年
私
立
岩
倉
癲
狂
院
、
明
治
三
八
年
私
立
岩
倉
病
院
。

京
都
北
野
会
事
業
費
へ
寄
進  

大
正
一
四
年
一
月

京
都
の
大
礼
奉
祝
事
業
中
に
寄
付  

昭
和
三
年
七
月

兵
庫
県
垂
水
町
巡
査
部
長
派
出
所
建
築
に
寄
付  

昭
和
五
年
三
月

社
団
法
人
帝
国
軍
人
後
援
会
に
寄
付  

昭
和
六
年
四
月

和
気
会
に
寄
進  

昭
和
七
年
七
月

京
都
府
聯
合
保
護
会
に
寄
付  

昭
和
九
年
四
月

〈
震
災
火
災
へ
の
義
捐
金
〉

米
価
高
騰
に
際
し
て
大
阪
市
へ
寄
付  

大
正
七
年

米
価
高
騰
に
際
し
て
京
都
市
へ
寄
付  

大
正
七
年

兵
庫
県
ほ
か
二
県
の
暴
風
雨
罹
災
者
に
寄
付  

大
正
七
年
九
月

関
東
大
震
災
火
災
救
援
費
と
し
て
寄
付  

大
正
一
二
年
九
月

丹
後
但
馬
地
方
の
震
災
義
捐
金
と
し
て
醵
出  

大
正
一
四
年
六
月

奥
丹
後
震
災
義
捐
金
と
し
て
寄
付  

昭
和
二
年
三
月

北
海
道
函
館
火
災
義
捐
金
と
し
て
寄
付  

昭
和
九
年
三
月

〈
京
都　
寺
社
・
史
蹟
等
〉

愛
宕
念
仏
寺
地
蔵
堂
寄
進
建
立  

大
正
一
五
年
九
月

今
宮
神
社
高
麗
犬
一
対
寄
進  

大
正
一
五
年
四
月

岩
倉
の
岩
倉
公
旧
蹟
保
存
会
に
寄
付  

昭
和
三
年
三
月

大
原
古
知
谷
阿
弥
陀
寺
書
院
二
棟
、
山
門
建
築
お
よ
び
造
庭  

昭
和
三
年

九
月

上
高
野
栖
賢
寺
建
築
お
よ
び
造
庭
な
ら
び
に
敷
地
を
寄
進  

昭
和
四
年
一

二
月

京
都
山
口
仏
教
会
館
設
立
費
お
よ
び
基
金
を
醵
出  

大
正
一
三
年
七
月

黒
谷
金
戒
光
明
寺
再
建
費
中
に
寄
進  

昭
和
九
年
一
一
月

黒
谷
公
安
院
表
門
新
築  

昭
和
四
年
一
一
月

嵯
峨
永
明
院
本
堂
を
新
築  

昭
和
四
年
四
月

青
蓮
院
茶
席
を
修
繕  

昭
和
四
年
六
月

青
蓮
院
隠
寮
お
よ
び
廊
下
新
築  

昭
和
七
年
一
二
月



山口玄洞の軌跡をたどる

二
五
五

神
護
寺
金
堂
お
よ
び
多
宝
塔
、
茶
室
を
新
築  

昭
和
七
年
一
二
月

醍
醐
三
宝
院
客
殿
お
よ
び
道
路
修
繕  

昭
和
二
年
九
月

醍
醐
寺
大
伝
法
院
本
堂
建
築
お
よ
び
造
庭
一
切
を
寄
進  

昭
和
三
年
七
月

＊
一
切
と
は
、
大
講
堂
・
弁
天
堂
・
不
動
堂
・
鐘
楼
・
阿
闍
梨
寮
・
総
門
・

学
寮
・
地
蔵
堂
・
伝
法
学
院
本
館
の
九
棟
と
い
う
。
昭
和
五
年
四
月
の

醍
醐
天
皇
一
千
年
御
忌
大
法
要
が
開
か
れ
た
が
玄
洞
は
そ
の
御
忌
奉
讃

会
総
裁
を
つ
と
め
た
（
八
〇
年
史
）。

大
徳
寺
禅
堂
隠
寮
お
よ
び
茶
席
新
築
を
寄
進  

大
正
四
年
五
月

大
徳
寺
山
内
総
見
院
維
持
基
金
と
し
て
寄
付  

大
正
一
五
年
五
月

大
徳
寺
山
内
総
見
院
庫
裡
修
繕  

大
正
一
五
年
一
二
月

大
徳
寺
山
内
総
見
院
唐
門
お
よ
び
本
堂
屋
根
修
繕
、
浴
室
便
所
の
新
築  

昭
和
一
〇
年
三
月

大
徳
寺
山
内
興
臨
院
本
堂
を
修
理  

昭
和
二
年
三
月

大
徳
寺
山
内
興
臨
院
維
持
基
金
と
し
て
寄
進  

昭
和
二
年
二
月
、
昭
和
二

年
六
月

大
徳
寺
山
内
大
慈
院
本
堂
修
理
お
よ
び
茶
席
移
建
寄
進  

昭
和
二
年
五
月

大
徳
寺
山
内
龍
翔
寺
維
持
基
金
と
し
て
寄
進  

昭
和
二
年
一
二
月
、
昭
和

五
年
六
月

大
徳
寺
山
内
龍
翔
寺
本
堂
そ
の
他
一
切
新
築
を
寄
進  

大
正
一
一
年

大
徳
寺
山
内
三
玄
院
修
繕  

昭
和
三
年
四
月

大
徳
寺
正
受
院
維
持
基
金
と
し
て
寄
進  

昭
和
二
年
六
月

大
徳
寺
正
受
院
観
音
堂
お
よ
び
茶
席
新
築  

昭
和
二
年
八
月

大
徳
寺
本
坊
防
火
栓
設
備
費
を
寄
進  

昭
和
三
年
五
月

大
徳
寺
開
山
遠
忌
に
寄
進  

昭
和
七
年
五
月

知
恩
院
防
火
設
備
に
寄
付  

昭
和
三
年
六
月

東
寺
銅
燈
籠
新
設
お
よ
び
境
内
植
樹
を
な
す  

昭
和
九
年
四
月

東
福
寺
法
堂
再
建
費
中
に
寄
進  

昭
和
八
年
九
月

東
福
寺
遠
諱
に
つ
き
寄
付  

昭
和
九
年
三
月

豊
国
神
社
再
興
五
十
年
祭
と
し
て
寄
付  

大
正
一
四
年
七
月

梨
木
神
社
へ
石
造
端
垣
を
寄
進  

大
正
元
年
一
〇
月

梨
木
神
社
五
十
年
祭
事
業
中
に
寄
付  

昭
和
一
〇
年
五
月

南
禅
寺
山
内
法
皇
寺
本
堂
新
築  

昭
和
二
年
三
月

西
山
善
峰
寺
興
隆
会
に
寄
付  

大
正
一
五
年
四
月
、
昭
和
二
年
三
月
、
昭

和
三
年
三
月

幡
枝
圓
通
寺
観
音
堂
建
築
費
中
に
寄
進  

大
正
一
四
年
二
月

花
園
転
法
輪
寺
本
堂
建
築
お
よ
び
敷
地
全
部
を
寄
進  

大
正
一
四
年
三
月

百
万
遍
修
道
院
本
堂
を
寄
進  

大
正
一
一
年    

本
山
の
直
轄
地

百
万
遍
修
道
院
各
所
修
繕
費
一
切
を
寄
進  

大
正
一
四
年
四
月

百
万
遍
修
道
院
維
持
基
金
と
し
て
寄
付  

大
正
一
四
年
一
〇
月

百
万
遍
知
恩
寺
廊
下
、
表
門
移
転
お
よ
び
石
垣
増
築
等
寄
進  

昭
和
三
年

五
月

百
万
遍
大
方
丈
、
唐
門
の
新
築  

昭
和
九
年
一
一
月

柳
谷
寺
奥
の
院
再
建
費
中
に
寄
進  

昭
和
三
年
九
月

山
科
毘
沙
門
堂
隠
寮
、
廊
下
、
弁
天
堂
を
新
築
お
よ
び
築
庭  

昭
和
四
年



二
五
六

八
月

山
科
毘
沙
門
堂
浴
室
を
寄
進  

昭
和
一
一
年
一
二
月

山
科
勧
修
寺
大
悲
閣
、
弁
天
堂
、
茶
室
を
新
築  

昭
和
六
年
六
月

〈
滋
賀
〉

飯
室
松
禅
院
本
堂
改
築
、
庫
裡
新
築
、
不
動
堂
修
理  

大
正
一
一
年

飯
室
松
禅
院
に
観
音
石
像
を
寄
進  

大
正
一
二
年

飯
室
松
禅
院
維
持
基
金
と
し
て
寄
進  

大
正
一
四
年
九
月

飯
室
松
禅
地
蔵
堂
、
大
黒
堂
、
土
蔵
新
築
、
本
堂
増
築  

大
正
一
四
年
一

〇
月

石
山
寺
本
尊
開
扉
大
法
会
費
中
お
よ
び
食
堂
再
建
費
中
に
寄
進  

昭
和
二

年
五
月

坂
本
西
教
寺
振
隆
基
金
と
し
て
寄
進  

大
正
一
五
年
三
月

坂
本
西
教
寺
別
時
大
念
仏
基
金
と
し
て
寄
付  

大
正
一
五
年
三
月

坂
本
西
教
寺
隠
寮
新
築
を
寄
進  

昭
和
五
年
四
月

坂
本
西
教
寺
専
門
學
寮
講
堂
食
堂
を
新
築  

昭
和
一
一
年
九
月

坂
本
禅
定
院
本
堂
、
庫
裡
新
築
な
ら
び
に
庭
園
等
寄
進
造
立  

大
正
一
五

年
一
二
月

坂
本
安
養
院
を
新
築  

昭
和
二
年
一
二
月

坂
本
東
南
院
に
石
造
地
蔵
尊
を
建
立  

昭
和
七
年
九
月

坂
本
妙
行
院
に
敷
地
な
ら
び
に
伽
藍
一
切
を
寄
進  

昭
和
一
〇
年
二
月

膳
所
専
故
庵
地
蔵
尊
を
建
立  

昭
和
五
年
一
一
月

高
島
大
清
寺
地
蔵
尊
別
時
念
仏
維
持
基
金
を
寄
進  

大
正
一
三
年
一
〇
月

高
島
大
清
寺
念
仏
講
維
持
基
金
お
よ
び
費
用
を
寄
進  

大
正
一
四
年
九
月

比
叡
山
横
川
中
堂
如
法
会
基
本
金
と
し
て
寄
進  

大
正
一
一
年
一
〇
月
、

昭
和
三
年
三
月

比
叡
山
横
川
恵
心
堂
庫
裡
建
築
、
大
師
堂
修
理
、
中
堂
政
所
移
転
改
築

を
寄
進  

大
正
一
三
年

比
叡
山
横
川
恵
心
堂
屋
根
替
え
お
よ
び
増
築
費
を
寄
進  

大
正
一
四
年
九

月  

比
叡
山
横
川
多
宝
塔
を
寄
進
建
立
、
中
堂
前
に
観
音
銅
像
を
奉
納  

大
正

一
三
年

比
叡
山
横
川
元
三
大
師
堂
の
屋
根
替
（
堂
葺
）
を
お
こ
な
う  

昭
和
九
年

六
月

比
叡
山
法
曼
院
本
堂
新
築
費
中
に
寄
進  

昭
和
八
年
七
月

比
叡
山
阿
弥
陀
堂
お
よ
び
政
所
の
建
立  

昭
和
一
〇
年
一
二
月

〈
奈
良
〉

吉
野
如
意
輪
寺
須
弥
壇
寄
進  

大
正
一
五
一
一

〈
兵
庫
〉

淡
路
蓮
花
寺
に
寄
付  

昭
和
一
〇
年
一
二
月

〈
和
歌
山
〉
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二
五
七

根
来
寺
に
寄
進  

昭
和
三
年
四
月

〈
三
重
〉

引
接
寺
維
持
基
金
に
寄
進  

昭
和
四
年
三
月

〈
東
京
寺
社
〉

明
治
神
宮
造
営
費
中
へ
寄
付  
大
正
五
年
一
一
月

〈
富
山
〉

伏
木
光
明
会
念
仏
道
場
の
新
築  

昭
和
九
年
一
二
月

〈
岐
阜
〉

伊
深
正
眼
寺
に
聖
侍
寮
一
棟
を
寄
進  

大
正
一
〇
年
七
月  

伊
深
正
眼
寺
に
銅
製
観
音
像
を
寄
進
造
立  

昭
和
四
年
九
月

虎
渓
山
永
保
寺
禅
堂
新
築
、
そ
の
他
寄
進  

昭
和
四
年
一
二
月

〈
静
岡
〉

奥
山
方
広
寺
三
重
塔
、
客
殿
を
寄
進
建
立  

大
正
一
一
年
九
月

奥
山
方
広
寺
如
法
会
基
金
と
し
て
寄
進  

大
正
一
四
年
九
月

〈
広
島
〉

仏
通
寺
多
宝
塔
、
禅
堂
新
築
、
観
音
像
建
立
、
本
堂
の
修
理  

昭
和
二
年

四
月

〈
岡
山
〉

本
山
寺
に
銅
製
観
音
像
を
寄
進  

昭
和
七
年
一
一
月

〈
福
岡
〉

大
生
寺
に
青
銅
製
観
音
像
を
建
立  

昭
和
五
年
六
月

博
多
崇
福
寺
銅
製
観
音
像
お
よ
び
台
石
を
寄
進  

昭
和
六
年
四
月

〈
熊
本
〉

見
性
寺
に
銅
製
観
音
像
を
寄
進  

昭
和
七
年
一
二
月

〈
台
湾
〉

臨
済
禅
寺
銅
製
観
音
像
建
立  

昭
和
二
年
一
二
月

二
、
山
口
玄
洞
関
連
文
献
解
題

図
書

中
野
楚
渓
編
『
稱
禪
院
略
傅
』
京
都 

山
口
家
文
庫 

昭
和
一
三

年
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　

               289.1/Sho

和
装
本
。
昭
和
一
二
年
一
月
九
日
に
死
去
し
た
玄
洞
の
一
回
忌
法
要
の
た
め
に

五
代
山
口
玄
洞
（
三
郎
）
は
こ
の
『
略
伝
』
と
次
の
『
仰
景
帖
』
を
刊
行
し
た
。



二
五
八

『
略
伝
』
に
は
、
そ
の
見
返
し
に
父
親
の
愛
情
あ
ふ
れ
る
書
翰
の
一
部
が
載
る
。

題
號
は
神
護
寺
住
職
谷
内
清
巌
僧
正
、
序
文
は
方
広
寺
派
前
管
長
間
宮
英
宗
禅

師
、
口
絵
に
稱
禪
院
の
近
影
や
筆
跡
「
無
量
壽
」
な
ど
あ
り
、
中
野
楚
溪
「
稱

禪
院
略
伝
」、岩
室
憲
六
郎
速
記
の
「
稱
禪
院
講
演
」、山
口
三
郎
「
病
間
追
想
」、

中
野
楚
溪
「
稱
禪
院
年
表
」、
山
口
三
郎
「
跋
文
」
が
収
め
ら
れ
る
が
、
こ
の

構
成
を
も
と
に
昭
和
一
三
年
『
仰
景
帖
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
以
後
の
玄
洞
の
伝

記
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
楚
溪
の
略
伝
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。

中
野
楚
溪
編
『
仰
景
帖
』
京
都 
山
口
家
文
庫 

昭
和
一
三
年
一
月

            185/Gok 

略
伝
と
と
も
に
玄
洞
の
一
回
忌
法
要
の
た
め
に
刊
行
し
た
も
の
。
玄
洞
死
後
の

昭
和
一
二
年
三
月
、
山
口
家
嫡
子
三
郎
（
五
代
玄
洞
）
か
ら
、
技
師
安
井
楢
次

郎
を
し
て
玄
洞
建
立
の
堂
塔
の
写
真
を
撮
影
し
て
図
録
を
編
纂
す
る
よ
う
に
と

の
依
頼
を
中
野
楚
溪
が
受
け
て
刊
行
し
た
も
の
で
、
昭
和
一
三
年
一
月
の
一
周

忌
に
間
に
合
わ
せ
て
刊
行
し
た
（「
稱
禪
院
略
傳
」）。
全
般
に
わ
た
っ
て
中
野

楚
溪
が
編
集
に
あ
た
っ
た
。
内
容
は
、
稱
禪
院
画
像
（
板
倉
星
光
筆
）、
玄
洞

居
士
近
影
、
間
宮
英
宗
の
序
、
題
字
は
、
臨
済
宗
方
広
寺
派
前
管
長
間
宮
英
宗
、

毘
沙
門
堂
前
門
跡
故
菊
岡
義
衷
、
古
義
真
言
宗
醍
醐
派
管
長
佐
伯
恵
眼
、
古
義

真
言
宗
神
護
寺
住
職
谷
内
清
巌
、
天
台
宗
座
主
梅
谷
孝
永
、
善
光
寺
大
勧
進
水

尾
寂
暁
、
臨
済
宗
佛
通
寺
派
管
長
山
崎
益
洲
、
浄
土
宗
百
万
遍
法
主
桑
田
寛
隋
、

臨
済
宗
大
徳
寺
派
管
長
太
田
常
正
、臨
済
宗
方
広
寺
派
前
管
長
間
宮
英
宗
の
序
、

古
義
真
言
宗
醍
醐
派
管
長
佐
伯
恵
眼
の
序
。
寄
進
を
し
た
寺
院
や
仏
教
会
館
、

学
校
な
ど
の
図
版
一
七
〇
枚
、そ
れ
ぞ
れ
に
解
説
が
つ
い
て
い
る
。
付
録
に「
稱

禪
院
略
伝 

附 

略
年
表
」「
山
口
家
関
係
図
版
」
が
載
る
。
跋
文
は
第
五
代
玄

洞
で
あ
る
山
口
三
郎
。
裏
表
の
見
返
し
に
父
親
の
書
翰
の
一
部
が
載
る
。
題
名

は
間
宮
英
宗
、
揮
毫
は
谷
内
清
巌
で
あ
る
。
写
真
図
版
は
昭
和
一
二
年
四
月
か

ら
は
じ
め
て
一
二
月
ま
で
編
者
中
野
楚
溪
が
撮
影
し
作
成
し
た
。
御
車
通
の
本

邸
に
つ
い
て
は
表
玄
関
前
と
全
景
が
載
る
。

『
山
口
玄
八
十
年
史
』
株
式
会
社
山
口
玄
編 

大
阪 

株
式
会
社

山
口
玄
刊 

昭
和
四
〇
年
八
月  　
　

  　
　
　
　
　

  586.09/Y
am

「
序
」
に
宮
本
又
次
と
安
岡
重
明
の
編
集
協
力
と
あ
り
、「
編
集
後
記
」
も
こ
の

二
人
が
連
名
で
書
い
て
い
る
。
昭
和
三
六
年
五
月
に
創
業
八
十
周
年
記
念
と
し

て
山
口
玄
洞
の
伝
記
執
筆
を
大
阪
大
学
微
生
物
研
究
所
教
授
藤
野
恒
三
郎
か
ら

大
阪
大
学
の
宮
本
又
次
に
依
頼
が
あ
り
、
宮
本
が
、
先
の
中
野
楚
溪
『
稱
禪
院

略
伝
』
を
も
と
に
新
資
料
を
加
え
て
執
筆
し
た
が
、
社
か
ら
、
八
十
周
年
と
し

て
社
史
の
性
格
も
加
え
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
再
編
集
を
し
て
完
成
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
経
済
史
が
専
門
の
宮
本
又
次
ら
の
編
集
で
あ
り
、
玄
洞
の
伝

記
事
項
に
加
え
て
社
史
の
色
合
い
も
加
味
し
て
編
集
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
伝
記

に
会
社
史
の
色
合
い
を
あ
と
か
ら
加
え
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
山
口
玄

洞
の
伝
記
と
会
社
史
と
の
記
述
が
い
さ
さ
か
独
立
し
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

本
文
中
に
は
父
親
が
書
き
送
っ
た
書
翰
「
要
用
書
」
の
全
文
が
載
る
。
ま
た
巻

末
に
は
、『
仰
景
帖
』
に
収
載
さ
れ
た
「
先
代
山
口
玄
洞
講
演
」（
昭
和
四
年
一

二
月
二
九
日
山
口
商
店
で
の
最
後
の
講
話
）、嗣
子
山
口
三
郎「
病
間
追
想
」、「
役

員
一
覧
」、「
略
年
表
」
が
載
る
。

『
仰
景
帖
』
京
都 
山
口
玄
洞 

昭
和
六
一
年
（
尾
道
市
立
図
書
館



山口玄洞の軌跡をたどる

二
五
九

所
蔵
分
を
「
他
館
複
写
」
で
本
学
蔵
書
と
し
た
） 　

586.09/Y
am

四
代
玄
洞
五
〇
回
忌
、
五
代
玄
洞
一
三
回
忌
の
法
要
を
記
念
し
て
第
六
代
玄
洞

の
手
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
昭
和
一
三
年
の
も
の
と
同
じ
書
名
と
な
っ
て
い

る
。こ
の
発
行
者
山
口
玄
洞
の
住
所
は
左
京
区
松
ヶ
崎
小
竹
藪
町
二
四
と
あ
り
、

今
回
訪
問
し
た
小
竹
藪
町
修
道
院
の
す
ぐ
近
く
で
あ
る
。
構
成
は
、四
代
玄
洞
・

五
代
玄
洞
の
写
真
に
続
い
て
、
四
代
玄
洞
の
事
績
に
つ
い
て
寄
進
寄
贈
を
さ
れ

た
関
係
者
が
そ
の
回
想
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
当
事
者
と
い
う
わ
け
で

も
な
く
、
前
任
か
ら
の
伝
聞
が
多
い
が
、
寄
進
当
時
の
様
子
が
と
き
に
伝
説
的

に
語
り
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
関
連
の
事
項
は

本
文
に
組
み
込
ん
だ
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
回
想
を
書
い
て
い
る
の
は
、
天
台

宗
座
主
山
田
恵
諦
、
真
言
宗
醍
醐
派
管
長
麻
生
文
雄
、
山
科
毘
沙
門
堂
門
跡
梅

山
丹
了
、
大
徳
寺
長
老
立
花
大
亀
、
別
格
本
山
高
尾
神
護
寺
貫
主
谷
内
乾
岳
、

大
本
山
百
万
遍
知
恩
寺
法
主
主
林
霊
法
、
尾
道
市
長
博
田
東
平
、
京
都
市
歴
史

資
料
館
館
長
森
谷
尅
久
、
財
団
法
人
阪
大
微
生
物
病
研
究
会
深
井
孝
之
助
で
あ

る
。
ま
た
昭
和
一
三
年
版
『
仰
景
帖
』
と
同
様
に
寄
進
さ
れ
た
寺
院
や
上
水
道
、

病
院
や
会
館
の
写
真
図
版
が
一
六
二
図
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
京
都
新
聞
の
昭

和
四
一
年
四
月
三
〇
日
か
ら
五
月
一
一
日
ま
で
「
京
都
百
年
」
シ
リ
ー
ズ
と
し

て
編
集
委
員
荒
金
喜
義
に
よ
る
一
一
回
の
連
載
記
事
が
収
録
さ
れ
る
。
こ
の
記

事
は
お
お
む
ね
中
野
楚
渓
『
稱
禪
院
略
傅
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
稱
禪
院

年
表
」も
載
る
が
こ
れ
も
先
の
版
の
楚
溪
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
収
載
し
て
い
る
。

さ
ら
に
小
竹
藪
町
「
京
都
山
口
家
本
宅
」
の
写
真
と
し
て
「
遊
雲
居
」「
庭
園

よ
り
比
叡
山
を
望
む
」「
残
月
亭
（
笠
庵
）」「
水
月
亭
」「
田
舎
家
（
蛙
吹
庵
）「
茶

室
内
部
（
額
は
近
衛
文
麿
）」「
呼
鶏
（
土
間
席
）」「
呼
鶏
外
観
」
が
載
り
、
さ

ら
に
明
治
期
の
山
口
玄
本
店
、
備
後
町
の
当
時
の
本
社
、
さ
ら
に
昭
和
六
四
年

本
社
ビ
ル
完
成
予
想
図
が
付
載
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
六
代
の「
ご
あ
い
さ
つ
」

が
あ
り
そ
こ
に
六
代
夫
妻
お
よ
び
家
族
写
真
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。  

森
本
輝
郎
編
『
水
道
・
教
育
の
恩
人 

故
山
口
玄
洞
翁
を
し
の

ぶ
』
尾
道
市
役
所　

一
九
八
二
年

『
日
本
名
宝
の
旅
・
尾
道  

山
口
玄
洞
ゆ
か
り
の
寺
院
と
茶
道
名
宝

展
』 

尾
道
市
立
美
術
館 

日
本
経
済
新
聞
社
共
編 

尾
道
市
立
美

術
館 

一
九
八
八         　
　
　

  　
　
　
　
　

 
    289.1/Y

am

標
題
紙
に
は
「
市
制
施
行
九
〇
周
年
・
新
幹
線
新
尾
道
駅
開
業
記
念
」
と
あ

る
。
昭
和
六
三
年
四
月
三
日
か
ら
五
月
八
日
の
会
期
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の

図
録
。
ご
あ
い
さ
つ
な
ど
の
ほ
か
に
、「
山
口
玄
洞
の
業
績
」
と
し
て
、
そ
の

生
涯
と
寄
附
さ
れ
た
寺
院
・
公
共
施
設
の
写
真
と
説
明
、
玄
洞
の
遺
墨
・
遺
品
、

ゆ
か
り
の
寺
院
の
住
所
が
記
さ
れ
、
別
に
「
ゆ
か
り
の
寺
院
と
茶
道
の
名
宝
」

が
付
さ
れ
る
。
ま
た
「
列
品
解
説
」「
山
口
玄
洞
（
四
代
）
年
譜
」
が
載
る
。

雑
誌
や
図
書
に
収
載
の
論
文
・
記
事

井
上
徳
平
「
山
口
玄
洞
翁

－

斯
の
人
を

－

続

－

」『
経
済
人
』 

一
五
（
二
） 

一
九
六
一
年

著
者
の
肩
書
は
三
興
社
長
と
あ
る
。
郷
里
を
出
て
実
業
家
と
し
て
成
功
を
お
さ

め
る
過
程
か
ら
、
慈
善
事
業
、
育
英
事
業
、
伽
藍
贈
塔
事
業
に
い
た
る
寄
進
行

為
、
そ
し
て
病
を
得
て
御
車
通
の
山
口
本
邸
で
息
を
引
き
取
る
ま
で
を
述
べ
て



二
六
〇

い
る
。

宮
本
又
次
『
大
阪
商
人
太
平
記 

明
治
後
期
篇 

下
』 

創
元
社 

一

九
六
三
年　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　

  　

672.1/M
iy

経
済
史
家
宮
本
又
次
の
論
考
で
、
大
阪
で
成
功
を
お
さ
め
た
商
人
の
な
か
で
、

「
貿
易
の
発
展
と
貿
易
商
社
の
人
た
ち
」
の
項
目
に
、「
山
口
玄
洞
の
生
い
た
ち
」

「
山
口
商
店
を
開
業
」
な
ど
概
説
し
て
あ
る
。「
明
治
末
期
の
本
町
通
り
（
戸
田

猶
焦
点
の
所
）」や「
山
口
玄
洞
商
店
の
ハ
ッ
ピ
」な
ど
の
写
真
も
掲
載
さ
れ
る
。

鷲
谷
樗
風
「
船
場
大
店
の
生
活
」『
難
波
津 

三
』
難
波
津
社 

一
九
六
八
年

市
岡
中
学
受
験
を
失
敗
し
て
台
所
番
と
し
て
奉
公
に
入
っ
た
鷲
谷
の
玄
洞
の
店

の
回
想
記
。
豊
造
と
呼
ば
れ
た
。
店
は
丁
稚
が
三
〇
人
ば
か
り
で
手
代
が
七

名
、
番
頭
五
人
、
女
中
五
人
ほ
ど
の
時
代
と
い
う
。
店
で
の
食
事
の
様
子
や
女

中
の
こ
と
な
ど
店
に
住
み
込
み
の
暮
ら
し
や
仕
事
の
こ
と
な
ど
を
振
り
返
っ
て

い
る
。
豊
造
は
と
い
え
ば
女
中
の
部
屋
で
貸
本
屋
か
ら
借
り
た
本
ば
か
り
を
読

ん
で
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
の
後
結
核
で
仕
事
を
辞
め
て
早
稲
田
大
学
に

は
い
り
大
阪
に
進
出
し
た
時
事
新
報
が
明
治
三
八
年
に
創
設
し
た
大
阪
時
事
新

報
に
入
社
し
て
記
者
を
つ
と
め
た
。『
大
阪
物
語
』（
一
九
四
〇
）、『
維
新
の
大

阪
』（
一
九
四
二
）、『
大
阪
の
史
蹟
め
ぐ
り
』（
一
九
四
六
）
な
ど
多
く
の
著
作

を
持
つ
。
玄
洞
の
店
で
は
特
段
番
頭
格
に
な
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
当
時
の
店

の
裏
方
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。

川
端
直
正
「
山
口
玄
洞
」『
郷
土
史
に
か
が
や
く
人
び
と 

三
』

大
阪
府 

一
九
七
〇
年

参
考
文
献
に
『
山
口
玄
八
〇
年
史
』、『
大
阪
商
人
太
平
記 

明
治
後
期
篇
下
』『
東

区
史 

第
五
巻
人
物
篇
』
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
野
楚
溪
『
稱
禪
院
略
伝
』

『
八
〇
年
史
』
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

青
木
茂
「
第
四
章 

山
口
玄
洞
翁
の
敷
設
費
寄
付
」（『
新
修
尾

道
市
史 

第
三
巻
』
昭
和
四
八
年
）

玄
洞
が
上
水
道
の
敷
設
に
つ
い
て
寄
付
を
す
る
時
期
に
尾
道
市
役
所
に
出
入
り

す
る
機
会
が
多
か
っ
た
著
者
の
回
想
的
な
論
考
で
あ
る
。
間
宮
英
宗
が
市
役
所

に
来
て
「
百
万
円
ば
か
り
寄
贈
し
た
い
と
い
う
篤
志
家
が
あ
る
の
じ
ゃ
が
受
け

て
く
れ
る
か
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。
初
め
は
、
か
ら
か
わ
れ
て
い
る
と
お
も

い
、
お
引
き
取
り
願
っ
た
が
、
部
内
で
検
討
し
て
あ
ら
た
め
て
お
伺
い
を
立
て

る
と
、
そ
れ
は
間
宮
師
で
あ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
玄
洞
に
打
診
す
る
と
、
一
切

無
条
件
で
お
願
い
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
青
木
は
、旧
版
の
『
尾
道
市
史
』

を
編
纂
中
で
も
あ
り
、
玄
洞
に
取
材
を
し
て
、
市
史
の
水
道
編
と
翁
の
申
し
出

の
次
第
を
別
巻
に
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
時
局
も
あ
っ
て
巻
数
が
減
ら
さ

れ
、
そ
の
忸
怩
た
る
思
い
か
ら
、
新
版
の
『
尾
道
市
史
』
に
こ
の
一
節
を
設
け

た
と
い
う
。
尾
道
市
か
ら
は
、
玄
洞
の
胸
像
を
作
り
た
い
と
申
し
出
た
が
、
一

言
の
も
と
に
断
ら
れ
た
と
い
い
、
そ
れ
で
も
な
に
か
、
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、

祖
先
か
ら
の
屋
敷
鎮
守
の
蘇
和
稲
荷
社
を
神
社
に
昇
格
し
て
今
の
海
岸
べ
り
の

雑
踏
か
ら
祀
り
替
え
を
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
水
源
地
の
石
碑
に
揮
毫
す
る
こ

と
を
了
承
し
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、「
澍
甘
露
法
雨
」
で
あ
っ
た
。

江
川
義
雄「
山
口
玄
洞
と
そ
の
一
族
先
人
の
業
績
」『
医
譚
』（
通

号 

五
九
）  

日
本
医
史
学
会
関
西
支
部 

一
九
九
〇
年



山口玄洞の軌跡をたどる

二
六
一

医
家
と
し
て
の
山
口
家
に
つ
い
て
先
行
の
玄
洞
伝
記
事
項
を
も
と
に
書
き
、
山

口
玄
洞
の
事
績
を
述
べ
る
。
そ
し
て
医
療
機
関
へ
の
寄
付
に
焦
点
を
あ
て
、
と

り
わ
け
微
生
物
病
研
究
所
お
よ
び
山
口
厚
生
病
院
に
つ
い
て
そ
の
次
第
を
示
し

て
い
る
。
な
お
江
川
が
参
照
し
た
論
文
で
、
今
回
拙
稿
に
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た

玄
洞
関
連
文
献
は
、
阪
田
泰
正
『
芸
備
両
国
医
師
群
像
』
五
二 

昭
和
五
八
年

で
あ
る
。

江
川
義
雄
「
山
口
玄
洞
と
そ
の
一
族
先
人
の
業
績

－

続

－
山
口

左
仲
・
山
口
寿
」『
医
譚
』（
通
号
六
〇
）
一
九
九
一
年
五
月

玄
洞
の
末
娘
幾
子
の
婿
に
あ
た
る
山
口
左
仲
と
玄
洞
の
弟
山
口
隋
三
郎
の
婿
養

子
山
口
寿
の
事
績
を
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
左
仲
は
明
治
二
七
年
生
ま
れ
。
大

正
七
年
岡
山
医
学
専
門
学
校
を
主
席
で
卒
業
し
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
の
医
局

に
入
り
唾
液
腺
病
理
の
研
究
で
学
位
を
取
得
し
た
。
大
正
一
四
年
京
都
に
で
て

山
口
玄
洞
家
の
養
子
と
な
り
山
口
姓
を
名
乗
っ
た
。
昭
和
二
年
京
都
帝
国
大
学

講
師
、昭
和
二
五
年
に
は
岡
山
大
学
医
学
部
寄
生
虫
学
教
室
教
授
を
兼
任
し
た
。

寿
は
明
治
三
二
年
生
ま
れ
。
東
京
の
生
ま
れ
で
大
正
一
三
年
東
京
帝
国
大
学
医

学
部
を
卒
業
し
病
理
学
教
室
、
の
ち
楠
本
長
三
郎
大
阪
帝
国
大
学
学
長
の
紹
介

で
阪
大
第
一
内
科
に
入
局
し
た
。
昭
和
九
年
微
生
物
病
研
究
所
同
研
究
会
が
創

設
と
な
り
理
事
・
評
議
員
、
内
科
医
長
を
兼
務
し
た
。
昭
和
一
四
年
に
は
微
生

物
病
研
究
所
教
授
と
な
っ
た
。

酒
井 

一
光
「
聖
ト
マ
ス
学
院
（
旧
山
口
玄
洞
邸
）

－

時
を
超

え
た
装
飾
タ
イ
ル
の
美  

新
タ
イ
ル
建
築
探
訪
（
三
七
）」『
タ

イ
ル
の
本
』（
三
七
）
二
〇
一
一
年
一
月

著
者
酒
井
は
大
阪
歴
史
博
物
館
学
芸
員
と
あ
る
。
山
口
玄
洞
本
邸
に
つ
い
て
、

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
タ
イ
ル
が
多
用
さ
れ
た
館
と
し
て
紹
介
す
る
。
武
田
五
一

の
建
築
物
と
し
て
の
紹
介
記
事
で
あ
る
。
外
観
だ
け
で
な
く
館
内
の
写
真
も
掲

載
し
て
い
る
。
参
考
文
献
と
し
て
あ
が
る
の
は
、『
京
都
市
の
近
代
化
遺
産 

近

代
建
築
編
』（
京
都
市
文
化
市
民
局 

平
成
一
八
年
）、『
京
都
の
近
代
化
遺
産
』（
淡

交
社 

平
成
一
九
年
）
で
あ
る
。

辻 

忠
男
「
創
設
資
金
寄
付
者 

山
口
玄
洞
翁
」『
五
十
年
の
あ

ゆ
み

－

創
立
五
十
周
年
記
念
』 

大
阪
大
学
微
生
物
病
研
究
会

編
刊 

一
九
八
四
年

微
生
物
病
研
究
所
は
昭
和
四
年
当
時
の
大
阪
府
立
医
科
大
学
細
菌
学
谷
口
腆
二

教
授
の
発
案
、
楠
本
長
三
郎
学
長
が
そ
の
意
を
受
け
て
創
設
し
た
も
の
で
、
玄

洞
が
昭
和
六
年
四
月
に
創
設
資
金
二
〇
万
円
、
さ
ら
に
竹
尾
研
結
核
研
究
所
を

合
併
し
て
の
ち
の
昭
和
八
年
一
二
月
に
五
万
円
を
寄
付
し
て
昭
和
九
年
九
月
竣

工
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
大
阪
帝
国
大
学
に
移
管
と
な
っ
た
。
こ
の
文
章

は
、
そ
う
し
た
寄
付
者
玄
洞
を
顕
彰
す
る
た
め
の
文
章
で
、
そ
の
事
績
を
示
し

最
後
に
研
究
所
の
次
第
を
述
べ
て
い
る
。
な
お
研
究
所
本
館
の
玄
関
に
は
、「
惟

う
に
、
本
邦
医
界
の
現
状
は
微
生
物
研
究
機
関
の
特
設
を
以
っ
て
急
と
な
す
。

山
口
玄
洞
君
金
二
十
万
円
を
捐
し
て
こ
れ
が
資
と
な
す
。
本
研
究
所
よ
っ
て
成

る
。
そ
の
済
世
の
志
深
し
と
謂
う
べ
し
。
勒
し
て
以
て
後
に
伝
う
」
と
金
属
の

レ
リ
ー
フ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

宮
本
又
次
「
山
口
玄
洞
の
こ
と
ど
も
と
公
共
奉
仕
」『
大
阪
大

学
史
紀
要
』
二
号  
一
九
八
二
年



二
六
二

『
山
口
玄
株
式
会
社
八
十
年
史
』
を
編
集
し
た
宮
本
又
次
が
玄
洞
の
略
歴
を
記

し
た
も
の
で
、
八
十
年
史
の
略
伝
を
な
ぞ
っ
た
も
の
。「
七 

玄
洞
の
寄
付
行
為

と
社
会
奉
仕
」
の
項
で
玄
洞
が
大
正
七
年
に
創
立
資
金
百
万
円
を
寄
付
し
た
山

口
厚
生
病
院
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
病
院
は
そ
の
管
理
を
大
阪
医

科
大
学
に
委
託
さ
れ
、
こ
の
大
阪
医
大
は
の
ち
に
大
阪
帝
国
大
学
医
学
部
と

な
っ
た
。

宮
本
又
次
「
山
口
玄
洞
と
山
口
厚
生
病
院
と
微
生
物
学
研
究

所
」『
大
阪
経
済
人
と
文
化
』
一
九
八
三
年  

玄
洞
の
生
い
立
ち
か
ら
は
じ
め
て
会
社
の
経
営
、
晩
年
の
信
仰
生
活
、
そ
し
て

大
正
七
年
五
月
の
山
口
記
念
病
院
の
資
金
提
供
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
玄
洞

の
末
娘
幾
子
の
婿
は
医
学
博
士
・
理
学
博
士
山
口
左
仲
だ
が
勤
務
を
持
た
ず
研

究
に
没
頭
し
た
と
い
う
。

廣
岡
幸
義
「
安
井
楢
次
郎
と
山
口
玄
洞

－

亀
岡
式

作
品
研
究 

そ
の
三
」『
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部

研
究
報
告
集. 

計
画
系
』
四
五  

二
〇
〇
五
年

玄
洞
の
寄
進
し
た
寺
院
の
建
築
の
多
く
を
手
掛
け
た
京
都
府

の
古
社
寺
修
理
技
手
安
井
楢
次
郎
の
作
品
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
。
楢
次
郎
が
亀
岡
末
吉
の
も
と
現
場
で
働
い
た
こ
と
か

ら
、
一
連
の
亀
岡
式
作
品
の
ひ
と
つ
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
。「
安
井
楢
次
郎
担
当
の
修
理
建
造
物
」「「
山
口
玄
洞
、
安

井
楢
次
郎
、
亀
岡
末
吉
年
表
」「「
山
口
玄
洞
が
建
立
し
た
寺

院
建
築
」
の
表
が
つ
く
。

「
志
海
の
ご
と
く　
評
伝
山
口
玄
洞
」『
中
国
新
聞
』
連
載　
二

〇
〇
五
年

平
成
一
七
年
一
月
六
日
か
ら
六
月
四
日
ま
で
の
二
〇
回
分
。

付
記
：
こ
の
文
献
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
尾
道
市
立
中
央
図
書
館
力
石
智
氏
の

貴
重
な
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。

中野楚溪編『仰景帖』昭和 13 年（本学蔵）


