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〇 

保
存
修
理
事
業
に
つ
い
て

　

国
宝
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
は
、
修
復
を

重
ね
る
こ
と
で
建
立
以
来
６
０
０
年
近

く
も
の
長
い
間
、
そ
の
美
し
さ
が
後
世

へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
記
録

に
残
る
だ
け
で
17
回
の
修
理
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

近
年
で
は
、
大
正
4
年
に
全
解
体
修

理
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
国
宝
に
指
定
さ

れ
た
昭
和
27
年
に
は
、
屋
根
の
全
面
葺

き
替
え
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
10
年
に
は
、
傷
み
が
目
立
つ
軒の
き

先
を
中
心
に
部
分
的
な
屋
根
の
葺
き
替

え
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
最
近
は
屋
根

の
全
体
的
な
経
年
劣
化
に
加
え
、
台
風

で
軒
先
の
檜ひ
わ
だ皮
が
吹
き
飛
ん
だ
り
、
野

生
動
物
に
よ
り
穴
が
あ
け
ら
れ
た
り
し
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国
宝
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
は
、
現
在
覆
い
が
か
け
ら
れ
屋
根
の
葺ふ

き
替
え
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
工
事
の
内
容
や
現
在
の
状

況
に
つ
い
て
、
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
よ
り
紹
介
し

ま
す
。

や
仮
囲
い
の
設
置
を
行
っ
た
後
、
令
和

５
年
２
月
か
ら
工
事
の
足
場
に
な
る
と

と
も
に
修
理
中
の
五
重
塔
を
守
る
た
め

の
「
素す

屋や

根ね

」
を
建
設
し
、
令
和
５
年

９
月
か
ら
上
か
ら
順
に
屋
根
の
葺
き
替

え
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
初
重
か
ら
五
重

ま
で
上
に
行
く
ほ
ど
各
重
の
屋
根
が
小

さ
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
上
の
屋
根
か

ら
の
雨
だ
れ
を
受
け
る
軒
先
の
傷
み

が
ひ
ど
く
、
特
に
全
て
の
屋
根
か
ら

集
ま
っ
た
雨
だ
れ
を
受
け
る
初
重
は

檜ひ
わ
だ
ぶ
き

皮
葺
の
下
地
で
あ
る
野の

地じ

板い
た

が
露
出

し
て
い
る
状
態
で
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
、
建
物
内
部
の
雨
漏

り
が
危
惧
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
た

め
、
令
和
４
年
12
月
か
ら
令
和
８
年
３

月
ま
で
の
予
定
で
、
約
70
年
ぶ
り
と
な

る
屋
根
の
全
面
葺
き
替
え
工
事
が
行
わ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

〇 

工
事
内
容
や
計
画
に
つ
い
て

　

令
和
４
年
12
月
か
ら
、
樹
木
の
移
設

野地板の露出野地板の露出（初重、修理前）（初重、修理前）

素屋根建設中の様子素屋根建設中の様子

画像提供　瑠璃光寺、山口市教育委員会文化財保護課画像提供　瑠璃光寺、山口市教育委員会文化財保護課



　

今
後
は
、
初
重
ま
で
の
屋
根
の
葺
き

替
え
を
行
う
と
と
も
に
、
避
雷
針
の
設

置
や
二
層
に
あ
る
大
内
菱
の
修
理
、
各

重
に
あ
る
風ふ
う

鐸た
く

の
錆さ
び

止
め
処
置
な
ど
を

行
っ
た
後
、
令
和
７
年
３
月
頃
か
ら
素

屋
根
の
撤
去
作
業
を
進
め
、
鉄
骨
の
解

体
が
始
ま
る
令
和
７
年
の
夏
頃
か
ら

は
、
改
修
後
の
五
重
塔
の
美
し
い
姿
が

徐
々
に
見
え
て
く
る
予
定
で
す
。

〇 

文
化
財
保
存
修
理
の
難
し
さ

　

文
化
財
の
保
存
修
理
は
、
そ
の
本
質

的
価
値
を
保
存
す
る
た
め
の
作
業
な
の

で
、
古
い
部
材
で
も
残
せ
る
も
の
は
、

可
能
な
限
り
残
す
の
が
原
則
で
す
。
今

回
の
保
存
修
理
で
も
、
大
正
時
代
に
葺

か
れ
た
、
初
重
、
二
重
、
三
重
の
北
側

屋
根
の
一
部
は
葺
き
替
え
ず
に
残
す
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。
大
正
時
代
の
檜
皮

葺
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
大
変
珍
し
い

た
め
で
す
。

　

ま
た
、
文
化
財
の
保
存
修
理
で
は
、

伝
統
的
な
手
法
や
材
料
を
用
い
る
こ
と

が
基
本
で
す
が
、
一
方
で
近
年
、
生
活

様
式
の
近
代
化
や
技
術
革
新
の
進
展
に

よ
っ
て
、
文
化
財
修
理
分
野
以
外
で
の

需
要
が
減
少
し
、
市
場
が
小
さ
く
な
っ

た
た
め
、
生
業
と
し
て
続
け
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
文
化
財
の
修

理
に
不
可
欠
な
材
料
の
生
産
者
や
用
具

製
作
者
等
の
高
齢
化
、
減
少
、
後
継
者

不
足
が
深
刻
な
課
題
と
な
っ
て
お
り
、

用
具
・
原
材
料
の
安
定
的
な
確
保
が
困

難
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
〇 

現
地
見
学
会
の
意
義

　

こ
う
し
た
文
化
財
保
存
修
理
の
現
場

や
そ
の
技
術
、
課
題
を
知
っ
て
い
た
だ

く
た
め
、
所
有
者
で
あ
り
、
事
業
主
体

で
あ
る
瑠
璃
光
寺
の
主
催
で
「
国
宝
瑠

璃
光
寺
五
重
塔
改
修
現
場
見
学
会
」
が

令
和
５
年
10
月
と
令
和
６
年
５
月
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
者
か
ら
は
、「
貴

重
な
経
験
に
な
っ
た
」「
職
人
さ
ん
の

技
術
は
す
ご
い
」「
文
化
財
を
大
切
に

し
た
い
と
思
っ
た
」
な
ど
の
声
が
聞
か

れ
ま
し
た
。

〇 

文
化
財
保
護
の
こ
れ
か
ら

　

市
内
に
は
、
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
を
は

じ
め
と
す
る
室
町
時
代
の
文
化
財
建
造

物
が
存
在
し
、
そ
の
多
く
に
、
檜
皮
や

杮こ
け
らな
ど
植
物
性
の
屋
根
が
葺
か
れ
て
い

ま
す
。
植
物
性
の
屋
根
は
、
20
年
か
ら

30
年
ご
と
に
葺
き
替
え
が
必
要
と
な
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
化
財
建
造
物
を
後

世
に
残
し
て
い
く
た
め
に
は
、
技
術
や

材
料
の
確
保
に
加
え
て
、
多
く
の
方
の

「
守
り
た
い
」「
残
し
た
い
」
と
い
う
気

持
ち
が
重
要
で
す
。

　

多
彩
な
山
口
の
宝
を
守
り
、
活
か

し
、
未
来
へ
伝
え
る
た
め
に
、「
国
宝

瑠
璃
光
寺
五
重
塔
保
存
修
理
事
業
」
に

つ
い
て
支
援
を
継
続
し
、
み
な
さ
ま
に

知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
今
後
も
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。
美
し
い
国
宝
瑠
璃
光

寺
五
重
塔
の
完
成
後
の
姿
を
楽
し
み
に

し
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

（
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
）

残された大正時代の檜皮（中央の色の違う部分）

見学会風景見学会風景（葺き替え後）（葺き替え後）

素屋根と仮囲い素屋根と仮囲い



　

日
本
三
名
塔
の
一
つ
に
数
え
ら
れ

る
山
口
市
内
唯
一
の
国
宝
『
瑠
璃
光
寺

五
重
塔
』
は
、
も
と
も
と
今
の
瑠
璃
光

寺
付
近
に
あ
っ
た
香こ
う
し
ゃ
く
じ

積
寺
の
建
物
で
し

た
。
香
積
寺
は
京
都
に
な
ら
っ
て
山
口

の
ま
ち
を
つ
く
っ
た
と
さ
れ
る
大
内
弘

世
の
息
子
・
義
弘
が
建
立
し
た
寺
院
で
、

五
重
塔
は
応
永
の
乱
で
戦
死
し
た
義

弘
を
弔
う
た
め
、
弟
の
盛
見
が
建
立
し

た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
以
前
は
建
築

年
代
が
不
明
で
し
た
が
、
大
正
４
年
の

解
体
修
理
の
際
に
、
部
材
か
ら
嘉か

吉き
つ

２

年
（
１
４
４
２
）
の
墨
書
が
見
つ
か
り
、

建
築
年
代
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

　
『
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
』
は
屋
根
を
瓦
で

は
な
く
檜
皮
で
葺
い
て
い
る
の
が
特
徴

で
、
瓦
葺
き
の
塔
に
比
べ
屋
根
の
曲
線

が
優
雅
で
美
し
く
、
最
上
層
の
屋
根
の

先
を
よ
り
強
く
上
に
反そ

ら
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
塔
を
軽
や
か
に
見
せ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
上
の
層
ほ
ど
塔
身
の
幅
を
細
く

し
、
縁え
ん

と
高こ
う

欄ら
ん

を
二
層
目
の
み
と
す
る

こ
と
で
、
塔
の
姿
を
高
く
す
っ
き
り
見

せ
て
お
り
、
五
重
塔
は
大
内
文
化
の
最

高
傑
作
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
重
塔
は
建
立
後
６
０
０
年
近
く

ず
っ
と
今
の
よ
う
な
美
し
い
姿
だ
っ
た

わ
け
で
は
な
く
、
明
治
時
代
の
写
真
で

は
自
慢
の
檜
皮
葺
屋
根
の
反
り
を
確
認

で
き
ま
せ
ん
。
建
物
は
ど
う
し
て
も
経

年
劣
化
に
よ
り
部
材
の
ゆ
る
み
や
ゆ
が

み
が
生
じ
ま
す
が
、
軒
ま
わ
り
は
変
形

し
や
す
く
、
隅
に
い
く
ほ
ど
垂
れ
下
が
っ

て
し
ま
う
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
写
真
の

こ
ろ
に
は
軒
が
下
が
り
、
上
に
反
り
あ

が
っ
て
な
い
姿
に
な
っ
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
大
正
時
代
の
大
が
か

り
な
解
体
修
理
に
よ
り
、
五
重
塔
は
以

前
の
美
し
い
姿
に
戻
っ
た
の
で
す
。

　　

五
重
塔
は
外
か
ら
見
る
と
５
階
建
て
の

よ
う
で
す
が
、
内
部
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
塔
の
基
礎
か
ら
相そ
う

輪り
ん（

屋

根
の
上
の
金
属
塔
の
部
分
）
の
中
ま
で
心

柱
が
通
っ
て
お
り
、
初
層
の
み
天
井
が
貼

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
上
は
心
し
ん
ば
し
ら柱

の
周
囲
に
木
組
み
が
あ
る
だ
け
で
吹
き
抜

け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
初
層
に
は
四し
て
ん
ば
し
ら

天
柱

と
円
形
の
須し
ゅ

弥み

壇だ
ん

が
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来

坐
像
、
大
内
義
弘
公
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
し
た
。（
改
修
期
間
中
は
本
堂
に
遷
座
）

　

相
輪
の
部
分
は
、
輪
投
げ
の
よ
う
に
心

柱
に
金
属
製
の
パ
ー
ツ
が
重
ね
て
被
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
九く

輪り
ん

と
い
う
部

分
に
は
風
鐸
と
い
う
鐘か
ね

が
つ
い
て
い
て
、

下
か
ら
だ
と
遠
す
ぎ
て
よ
く
聞
こ
え
ま
せ

ん
が
鳴
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
り
み
・
も
り
は
る

も
り
あ
き
ら

心柱心柱

阿弥陀如来坐像　　　　　 大内義弘公像阿弥陀如来坐像　　　　　 大内義弘公像

明治時代の五重塔明治時代の五重塔
（山口県文書館蔵『亀山々顛より県庁を望む、其他』より）（山口県文書館蔵『亀山々顛より県庁を望む、其他』より）
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檜
皮
葺
と
は
、
樹
齢
80
年
以
上
の
ヒ

ノ
キ
の
立
木
か
ら
、
木
の
成
長
に
も
っ

と
も
大
切
な
内
部
の
形
成
層
で
あ
る
白

い
色
の
部
分
を
傷
付
け
な
い
よ
う
に
、

丁て
い

寧ね
い

に
剥は

ぎ
取
っ
た
皮
を
、
一
枚
ず
つ

重
ね
て
屋
根
を
葺
く
、
日
本
古
来
か
ら

伝
わ
る
伝
統
的
な
屋
根
工
法
で
す
。

　

平
安
時
代
以
降
、
京
都
御
所
に
も
使

わ
れ
、
出
雲
大
社
や
厳
島
神
社
の
屋
根

な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
格
式
の
高

い
技
法
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
最
大
の
特
徴
が
独
特
の
美
し
い

曲
線
を
描
く
“
反
り
”
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

檜
皮
は
採
取
し
た
後
に
半
年
間
乾
燥

さ
せ
、長
さ
75
ｃｍ
、幅
12
～
15
ｃｍ
、厚
さ

1.5
㎜
程
度
の
規
格
に
整
え
ま
す
。
こ
れ

を
下
の
檜
皮
が
1.2
ｃｍ
出
る
よ
う
に
ず
ら

し
な
が
ら
上
に
向
か
っ
て
竹た
け

釘く
ぎ

で
打
っ

て
重
ね
て
い
き
ま
す
。
お
よ
そ
60
数
枚

の
檜
皮
が
重
な
り
、
厚
さ
は
7
～
8
ｃｍ

程
度
に
な
り
ま
す
。

　

今
回
の
国
宝
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
保
存

修
理
工
事
で
は
、
一
定
規
格
に
整
え
ら

れ
た
檜
皮
を
約
25
万
6
千
枚
使
用
し
ま

す
。

　

檜
皮
葺
の
耐
用
年
数
は
20
年
～
30
年

程
度
で
す
が
、
鳥
獣
被
害
や
屋
根
の
形

状
に
よ
る
雨
水
の
集
中
、
建
物
の
部
位

に
よ
っ
て
破
損
・
腐
朽
状
況
は
異
な
っ

て
き
ま
す
。

　

山
口
市
は
、
室
町
時
代
、
日
本
海
や

瀬
戸
内
海
に
通
じ
る
街
道
が
開
か
れ
、

交
通
の
要よ
う
し
ょ
う衝
と
し
て
発
展
し
て
い
ま
し

た
。
海
外
貿
易
を
盛
ん
に
行
な
っ
て
い

た
当
時
の
大
名
・
大
内
氏
が
遺
し
た「
美

し
い
五
重
塔
」
に
「
檜
皮
葺
」
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
「
日
本
三
名
塔
」
と

言
わ
れ
る
理
由
の
ひ
と
つ
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

　　

江
戸
時
代
の
初
め
、
毛
利
氏
に
よ
っ

て
香
積
寺
の
建
物
は
解
体
さ
れ
、
萩
の

洞と
う
し
ゅ
ん
じ

春
寺
の
建
材
と
な
り
ま
し
た
。
五
重

塔
も
移
転
の
話
が
あ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
山
口
の
住
民
の
嘆た
ん

願が
ん

に
よ
り
こ
の

地
に
残
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
当
時
か
ら
五
重
塔
が
山
口
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
人
々
に
大
切
に
思
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

す
。
江
戸
時
代
の
絵
図
や
幕
末
ご
ろ
の

名
所
案
内
に
も
五
重
塔
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。

　

香
積
寺
の
跡
地
に
は
、
元
禄
３
年

（
１
６
９
０
）
に
仁
保
か
ら
瑠
璃
光
寺
が

移
転
し
、『
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
』
と
な

り
ま
し
た
。

檜皮葺き屋根の「反り」檜皮葺き屋根の「反り」（修理後）（修理後）

檜皮檜皮

『鴻城九図　瑠璃光寺塔』（山口市歴史民俗資料館蔵）

檜皮葺き作業檜皮葺き作業

幕末から明治初期ごろの山口の名所を描いた錦絵の一枚

所蔵の記載がない画像は、瑠璃光寺、山口市教育委員会文化財保護課提供所蔵の記載がない画像は、瑠璃光寺、山口市教育委員会文化財保護課提供

竹釘竹釘
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狂
言
は
難
し
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

強
い
と
思
い
ま
す
が
、
近
年
は
小
中
学

校
へ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
公
演
で
行
く

機
会
が
増
え
、
楽
し
く
体
験
や
観
覧
す

る
こ
ど
も
た
ち
の
姿
が
私
た
ち
に
希
望

を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
ど
も
だ
け
で

な
く
、
海
外
の
方
も
含
め
ど
な
た
で
も

も
っ
と
気
軽
に
触
れ
て
も
良
い
の
で

は
？　

伝
統
と
か
古
典
と
か
、
難
し
い

こ
と
は
取
り
除
き
、
舞
台
、
演
劇
の
一

つ
と
し
て
観
る
、
演
じ
る
の
も
良
い
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
こ
ど
も
狂

言
教
室
も
毎
年
多
く
の
こ
ど
も
た
ち
が

参
加
し
、
発
表
会
で
は
一
人
の
役
者
と

し
て
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
こ
ど
も
た
ち

が
頼
も
し
く
見
え
ま
す
。

　

今
年
は
、
山
口
鷺
流
狂
言
保
存
会
が

結
成
さ
れ
て
か
ら
70
年
と
い
う
節
目
を

迎
え
ま
し
た
。
当
保
存
会
は
、
消
え
て

し
ま
い
そ
う
な
狂
言
の
流
派
鷺
流
を
山

口
の
町
衆
の
手
で
残
し
て
い
こ
う
、
保

存
を
し
て
い
こ
う
と
立
ち
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
当
初
は
や
る
人
が
い
な
い
、
装

束
も
な
い
、
発
表
の
機
会
も
な
い
、
な

い
な
い
尽
く
し
で
、
保
存
す
る
の
が

や
っ
と
だ
っ
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
、
こ
れ
ま
で
幾
人
も
の
伝
承
者
に

よ
っ
て
、
芸
を
つ
な
ぎ
、
装
束
を
新
調

し
、
活
動
の
機
会
を
増
や
し
て
い
き
、

会
員
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
最
も
少
な

い
時
期
に
は
２
、３
人
と
い
う
こ
ろ
も

あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
、
保
存
会
員
は

約
30
人
を
数
え
ま
す
。

　

毎
年
秋
に
定
期
公
演
を
開
催
し
、
一

年
の
稽
古
の
成
果
を
披
露
し
て
い
ま

す
。
定
期
公
演
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
当
初
は
県
立
山
口
図
書
館
の
レ
ク

チ
ャ
ー
ル
ー
ム
が
会
場
で
し
た
が
、
次

第
に
来
場
者
が
増
え
、
山
口
市
民
会
館

小
ホ
ー
ル
、
こ
ち
ら
も
手
狭
に
な
り
、

現
在
は
山
口
県
教
育
会
館
の
ホ
ー
ル
で

行
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
約
５
０
０
席
が

満
席
に
な
り
、
非
常
に
あ
り
が
た
く

思
っ
て
い
ま
す
。

　

70
周
年
を
迎
え
た
本
年
は
、
10
月
27

日
に
野
田
神
社
能
楽
堂
（
市
指
定
有
形

文
化
財
）
に
て
記
念
公
演
を
開
催
し
ま

す
。
普
段
は
な
か
な
か
上
演
す
る
機
会

の
な
い
演
目
を
、
会
の
主
力
メ
ン
バ
ー

が
稽
古
に
励
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
野
田

神
社
の
上
棟
式
が
行
わ
れ
た
明
治
19
年

に
、
元
萩
藩
の
お
抱
え
狂
言
方
で
あ
っ

た
春
し
ゅ
ん
に
ち日

庄し
ょ
う
さ
く

作
が
舞
台
を
勤
め
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
多
く
の
弟
子
を
取
り
、

指
導
し
た
の
が
山
口
鷺
流
狂
言
の
始
ま

り
で
す
。
そ
の
後
約
１
４
０
年
に
渡

り
、
地
域
の
皆
様
の
力
で
受
け
継
ぎ
、

保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
新
し
い
伝
承
者

が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
先
80
周

年
、
90
周
年
、
１
０
０
周
年
に
向
け
て

伝
承
す
る
た
め
に
は
狂
言
を
愛
好
す
る

観
覧
者
、
芸
を
伝
承
す
る
伝
承
者
、
そ

し
て
公
演
や
日
ご
ろ
の
活
動
を
支
え
る

支
援
者
が
必
要
で
す
。
ぜ
ひ
多
く
の
皆

様
に
引
き
続
き
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
山
口
鷺
流
狂
言
保
存
会
）

鷺
流
狂
言
と
は
？

　

鷺
流
狂
言
は
江
戸
時
代
初
期
に
創
始
さ

れ
、
幕
府
御
用
を
勤
め
た
狂
言
の
流
派
で

す
。
鷺
流
は
、
大お
お
く
ら
り
ゅ
う

蔵
流
・
和い
ず
み
り
ゅ
う

泉
流
と
と
も

に
狂
言
の
三
流
儀
を
な
し
て
い
ま
し
た
が
、

明
治
維
新
後
急
速
に
衰
微
し
、
明
治
28
年

（
１
８
９
５)

に
宗
家
が
絶
え
た
後
、
そ
れ

を
継
ぐ
者
は
な
く
、
流
儀
と
し
て
は
途
絶

え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
、
鷺
流
が
伝

わ
る
の
は
、こ
こ
山
口
市
、新
潟
県
佐さ

渡ど

市
、

佐
賀
県
神か
ん

埼ざ
き

市
千
代
田
町
高た
か

志し

地
区
の
３

地
区
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「やまぐち伝統芸能フェス in 菜香亭」に出演
（演目：神

かみ
鳴
な

り）

演目：清
し み ず

水

こども狂言教室



　

大
村
や
木
戸
が
強
硬
に
旧
軍
隊
の
解

散
を
進
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
二
人
が

共
有
し
た
維
新
の
目
的
で
あ
る
「
一い
っ

新し
ん

之の

名め
い

義ぎ

」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
主
権
国

家
を
作
り
、
万
国
対
峙
し
て
国
民
が
平

穏
に
生
活
で
き
る
国
を
築
く
。
こ
れ
こ

そ
が
重
要
と
彼
ら
は
考
え
て
い
た
。

大
久
保
の
戦
略
と
大
村
の
信
念

　

当
時
、
木
戸
は
版は
ん

籍せ
き

奉ほ
う

還か
ん

に
よ
り
朝

廷
を
頂
点
と
す
る
近
代
国
家
を
建
設
す

る
こ
と
に
力
を
注
い
で
い
た
。
そ
れ
に

慎
重
論
だ
っ
た
大
久
保
が
全
面
協
力
を

申
し
出
た
。
こ
の
変
革
に
は
抵
抗
が
起

き
る
可
能
性
が
あ
り
、
実
力
つ
ま
り
軍

隊
な
し
に
は
で
き
な
い
と
説
い
た
。

　

木
戸
は
大
目
的
の
た
め
、
大
久
保
案

に
賛
同
し
た
。
岩
倉
具
視
・
大
久
保
・

木
戸
の
三
者
で
、
京
都
駐
留
の
三
藩
兵
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竹本知行先生（安田女子大学教授）

　

令
和
５
年
11
月
23
日
、
山
口
県
教
育
会
館
ホ
ー
ル
に
お
い
て
竹
本

知
行
先
生
（
安
田
女
子
大
学
教
授
）
の
講
演
会
「
大
村
益
次
郎
と
木
戸

孝
允
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
大
村
が
心
血
を
注
ぎ
、
木
戸
が
そ
れ
を

助
け
た
、
明
治
初
年
の
建
軍
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。　

は
じ
め
に

　

安
政
５
年
（
一
八
五
八
）
に
大
村
益

次
郎
は
、
江
戸
で
木
戸
孝
允
と
出
会
い
、

そ
の
後
、
二
人
は
互
い
に
刺
激
し
あ
い
、

盟
友
と
し
て
絆
を
深
め
た
。

主
権
国
家
の
建
設
と
建
軍

　

明
治
新
政
府
の
課
題
は
、
外
国
と
対

峙
し
国
を
守
り
、
法
律
に
よ
る
国
内
統

治
を
実
現
す
る
、
主
権
国
家
を
築
く
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
軍
隊
や

警
察
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　

軍
隊
の
創
設
つ
ま
り
建
軍
に
は
、
各

藩
の
軍
隊
を
政
府
が
国
軍
と
し
て
編
成

す
る
と
い
う
大
久
保
利
通
の
案
と
、
そ

れ
を
解
体
し
、
国
民
か
ら
兵
隊
を
集
め

て
、
新
た
な
軍
隊
を
作
る
と
い
う
大
村

と
木
戸
の
案
が
あ
っ
た
。

　

戊
辰
戦
争
後
、
軍
務
官
の
大
村
は
薩

に
よ
る
軍
隊
創
設
に
合
意
し
た
。

　

し
か
し
大
村
は
こ
れ
に
反
対
し
た
。

版
籍
奉
還
後
の
官
制
改
革
と
兵
制
会
議

　

大
久
保
が
協
力
し
た
こ
と
で
明
治
２

年
６
月
ま
で
に
大
方
の
藩
の
版
籍
奉
還

が
勅
許
さ
れ
完
了
す
る
。
朝
廷
の
も
と

に
築
か
れ
る
中
央
集
権
国
家
に
合
う
政

治
機
構
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の

機
に
乗
じ
て
大
久
保
は
、
新
た
な
政
治

機
構
の
構
築
を
進
め
、
版
籍
奉
還
後
の

兵
制
に
つ
い
て
、
大
村
と
直
接
対
決
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

京
都
駐
留
の
三
藩
兵
の
取
り
扱
い
や

大
村
が
主
張
す
る
徴
兵
に
よ
る
軍
隊
の

創
出
等
に
つ
い
て
議
論
し
た
が
ま
と
ま

ら
な
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
当
面
は
武

士
の
軍
隊
が
存
続
す
る
こ
と
と
な
り
、

事
実
上
大
村
と
木
戸
の
完
全
な
敗
北
で

あ
っ
た
。
失
意
の
大
村
は
軍
務
官
副
知

事
の
辞
表
を
提
出
す
る
。

大
村
の
建
軍
策

　

大
久
保
は
、
大
村
の
後
任
に
板
垣
退

助
を
あ
て
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
に
反

対
す
る
木
戸
が
大
村
を
強
く
慰
留
し
、

大
村
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。

　

大
村
は
三
条
実
美
に
あ
て
て
、
西
洋

に
比
肩
で
き
る
新
軍
隊
を
創
設
す
る
具

体
的
な
プ
ラ
ン
「
朝
廷
之
兵
制
永な
が

敏と
し

愚

案
」
を
提
出
し
た
。
大
村
が
フ
ラ
ン
ス

式
の
軍
隊
創
設
に
拘
っ
た
理
由
は
、
志

願
兵
制
の
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
、
革
命

を
経
た
フ
ラ
ン
ス
は
徴
兵
軍
隊
で
あ
っ

た
こ
と
が
最
大
の
理
由
だ
っ
た
。

未
完
の
軍
制
改
革

　

大
村
は
、
徴
兵
に
よ
る
軍
隊
創
設
を

前
提
に
、
関
西
を
拠
点
に
士
官
養
成
の

た
め
の
軍
学
校
（
兵
学
寮
）
の
建
設
を

企
画
し
た
が
、
そ
の
最
中
の
明
治
２
年

９
月
に
京
都
で
遭
難
し
、
同
年
11
月
に

は
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。

　

大
村
の
遺
策
は
、
弟
子
で
後
継
者
の

山
田
顕
義
ら
が
進
め
、
大
阪
兵
学
寮
を

開
設
し
た
。
明
治
３
年
10
月
、
兵
部
省

は
陸
軍
を
フ
ラ
ン
ス
式
で
統
一
す
る
こ

と
を
布
達
し
、
ま
た
11
月
に
は
徴
兵
令

の
一
部
実
施
で
あ
る
徴
兵
規
則
が
発
布

さ
れ
た
（
翌
年
に
無
期
延
期
）。

　

こ
れ
ら
の
実
現
は
、
大
村
の
死
後
、

そ
の
後
継
者
た
ち
を
支
え
た
木
戸
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
大
村
の
建

軍
構
想
は
、
封
建
的
な
制
約
の
中
で
漸

進
的
に
進
め
ら
れ
た
が
、
明
治
４
年
の

廃
藩
置
県
に
よ
る
藩
の
消
滅
に
よ
っ
て

現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
明
治

５
年
11
月
の

徴
兵
告
諭
、

同
６
年
１
月

の
徴
兵
令
の

施
行
に
よ

り
、
大
村
が

構
想
し
た
兵

制
が
結
実
し

た
。　

講演会の様子講演会の様子

長
な
ど
の
旧
征
討
軍
の
解

散
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
大
久
保
は
、
兵
隊
た

ち
の
不
平
不
満
の
鬱う
っ

積せ
き

を

危
惧
し
、
薩
摩
・
長
州
・

土
佐
三
藩
の
部
隊
を
集
め

て
、
京
都
に
駐
留
さ
せ
た

の
ち
、
江
戸
に
移
動
さ
せ

て
新
た
な
軍
隊
に
す
る
こ

と
を
画
策
し
た
。
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今
回
の
ヒ
ス
ト
リ
ア
作

成
は
、
五
重
塔
保
存
修
理

事
業
関
係
者
の
方
、
山
口

鷺
流
狂
言
保
存
会
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

五
重
塔
の
ひ
み
つ
は
ま

だ
ま
だ
あ
り
ま
す
。
調
べ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

ガイドブックや「大内氏がわかる本」は市
内の一部書店等での取り扱いもあります。
詳細は市のホームページを御覧ください！

『
山
口
市
史
』
ほ
か
書
籍
販
売
の
ご
案
内

『
山
口
市
史
』
ほ
か
書
籍
販
売
の
ご
案
内

★
既
刊

★
既
刊　　

◎
『
山
口
市
史 

史
料
編
』
全
８
巻

　
「
大
内
文
化
」「
考
古
・
古
代
」「
中
世
」

「
近
世
１
」「
近
世
２
」「
近
代
」「
現
代
」

「
民
俗
・
金
石
文
」 

　
（
各
巻
七
、三
三
○
円
）

◎
『
山
口
市
史
』（
昭
和
57
年
刊
、
平
成

９
年
追
補
）

（
四
、四
○
○
円
）

◎ 

山
口
市
歴
史
叢
書
一　

 『
山
口
市
の
金
石
文
―
阿
東
・
徳
地
・

小
郡
・
秋
穂
・
阿
知
須
編
―
』

　
（
一
、四
三
○
円
）

◎ 

山
口
市
歴
史
叢
書
二　

 

『
山
口
市
旧
宮
野
村
役
場
文
書
の
研

究
―
近
代
日
本
の
変
革
期
に
お
け

る
地
域
社
会
―
』　

（
一
、八
三
○
円
）

◎
『
大
内
氏
受
発
給
文
書
目
録
』

　
　
※
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
に
て
公
開
中

○
目
録
ご
利
用
方
法
／
大
内
文
化
ま
ち
づ
く

○
目
録
ご
利
用
方
法
／
大
内
文
化
ま
ち
づ
く

り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://oouchi-culture.

https://oouchi-culture.

com
com

（
著
作

（
著
作  

山
口
市
）
上
の
、「
大
内
氏
・

山
口
市
）
上
の
、「
大
内
氏
・

大
内
文
化
の
歴
史
」
→
「
大
内
氏
関
連
書
籍
」

大
内
文
化
の
歴
史
」
→
「
大
内
氏
関
連
書
籍
」

→→
大
内
氏
受
発
給
文
書
目
録
に
ア
ク
セ
ス
、

に
ア
ク
セ
ス
、

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。
ダ

Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
を
開
い
て
く
だ
さ
い
。
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
能

で
す
。
県
立
山
口
図

で
す
。
県
立
山
口
図

書
館
、
市
立
図
書
館

書
館
、
市
立
図
書
館

に
は
図
書
と
し
て
配

に
は
図
書
と
し
て
配

架
さ
れ
て
い
ま
す
。

架
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎
『
山
口
市 

幕
末
維
新
史
跡
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
』
※
残
部
僅
少

※
残
部
僅
少
（
七
一
三
円
）

◎
『
山
口
市 

幕
末
維
新
人
物
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
』
※
残
部
僅
少

※
残
部
僅
少 

（
五
○
九
円
）

●
開
館
20
周
年
記
念
特
別
展
示

　
　
　
「
料
亭
を
彩
る
屏
風
」

・
期 

間 

令
和
６
年
９
月
４
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　

      

～
10
月
28
日
（
月
）

・
内 

容 

菜
香
亭
の
所
蔵
品
で
あ
る
料
亭
を

飾
っ
た
屏
風
の
展
示
を
行
い
ま
す
。

・
料 
金 

大
人
100
円
・
小
人
（
小
中
学
生
）
50
円

※
９
月
・
10
月
で
展
示
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。

●
山
口
市
菜
香
亭
開
館
20
周
年
記
念
×
山
口
大

学
公
開
講
座
「
大
内
氏
の
歴
史
と
饗
応
文
化
」

・
日 

時 

令
和
６
年
９
月
28
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

      
15
時
～
18
時
50
分

・
内 

容 

大
内
氏
の
宴
に
つ
い
て
の
講
演
と
、

「
大
内
御
膳
」
の
会
食
を
通
じ
、“
食
”
の

面
か
ら
大
内
文
化
の
魅
力
を
再
発
見
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

・
料 

金 

８
０
０
０
円

・
申 

込 

８
月
21
日
（
水
）
か
ら 

先
着
28
名

●
ア
ー
ト　
ｄ
ｅ　
お
も
て
な
し

　
　
　
～
さ
い
こ
う
の
お
も
て
な
し
～

・
期 

間 

令
和
６
年
10
月
３
日
（
木
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

～
10
月
６
日
（
日
）

・
内 

容 

菜
香
亭
に
携
わ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
11

人
に
よ
る
ア
ー
ト
展
示
を
開
催
し
ま
す
。

芸
術
の
秋
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

●
源
氏
物
語
講
座

　
「
六
条
院
を
彩
る
〈
み
や
び
〉
っ
て
何
？
」

・
日 

時 

令
和
６
年
11
月
２
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　

 　

10
時
30
分
～
11
時
45
分

・
講 

師 

森
野
正
弘
氏
（
山
口
大
学
大
学
院　
　

東
ア
ジ
ア
研
究
科
教
授
）

・
内 

容 

『
源
氏
物
語
』
で
、
六
条
院
を
舞
台

に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
〈
み
や
び
〉
の
業わ

ざ

を

紹
介
し
、〈
み
や
び
〉
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

・
申 

込 

９
月
18
日
（
水
）
か
ら

●
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
光
る
君
へ
」
展

・
期 

間 

令
和
６
年
11
月
１
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　
　

   　

～
11
月
10
日
（
日
）

・
内 

容 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
光
る
君
へ
」

の
紹
介
展
示
を
行
い
ま
す
。

●
平
安
の
し
ら
べ
～
十
二
単
お
服
上
げ
実
演
～

・
日 

時 

令
和
６
年
11
月
９
日
（
土
）
18
時
～

20
時
、
10
日
（
日
）
10
時
～
12
時

・
内 

容 

十
二
単
の
お
服
上
げ
（
着
付
け
）
実

演
を
開
催
し
ま
す
。

・
申 

込 

10
月
16
日
（
水
）
か
ら

●
企
画
展
「
山
口
の
近
代
建
築
と
菜
香
亭
」

・
期 

間 

令
和
６
年
11
月
13
日
（
水
）

　
　
　
　
　
　
　

    　

～
12
月
27
日
（
金
）

・
内 

容 

山
口
の
近
代
建
築
と
菜
香
亭
建
築
の

歴
史
を
紐
解
く
企
画
展
を
行
い
ま
す
。

・
料 

金 

大
人
100
円
・
小
人
（
小
中
学
生
）
50
円

●
講
演
会
「
菜
香
亭
と
歴
史
ま
ち
づ
く
り
」

・
日 

時 

令
和
６
年
11
月
16
日
（
土
）

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

13
時
～
16
時

・
講 

師 

原
田
正
彦
氏
（
山
口
近
代
建
築

研
究
会
代
表　
）

・
内 

容 

菜
香
亭
と
周
辺
の
近
代
建
築
や
歴
史

的
建
造
物
の
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
等
に

つ
い
て
、
実
物
の
建
物
を
め
ぐ
り
な
が
ら

講
演
い
た
だ
き
ま
す
。

・
料 
金 

500
円

・
申 
込 

９
月
18
日
（
水
）
か
ら

●
山
口
市
菜
香
亭
開
館
20
周
年
記
念
×
山
口
メ

セ
ナ
倶
楽
部
30
周
年
記
念　
神
田
京
子
独
演
会

・
日 

時 

令
和
６
年
11
月
23
日
（
土
）

　
　
　
　
　

①
13
時
30
分
～　

②
18
時
～

・
内 

容 

講
談
師 

神
田
京
子
に
よ
る
独
演
会

　

①
新
作
講
談
「
大
内
義
弘
伝
～
命
の
炎
を
燃

や
し
た
男
～
」

　

②
講
談
「
渋
沢
栄
一
伝
～
繰
り

返
さ
な
い
、
明
日
へ
～
」

・
申 

込 

９
月
18
日
（
水
）
か
ら
商
工
会
議
所

（TEL

：
０
８
３
―
９
２
５
―
２
３
０
０
）

※
内
容
が
一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

に
つ
き
ま
し
て
は
、
山
口
市
菜
香
亭
Ｈ
Ｐ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
山
口
市
菜
香
亭

　
　

TEL

：
０
８
３
―
９
３
４
―
３
３
１
２

山口市菜香亭が令和６年 10月２日に開館 20周年を迎えることを記念し、各種イベントを開催します。

◎
『
西
国
一
の
御
屋
形
様

　

  

大
内
氏
が
わ
か
る
本
』 

全
三
巻

「
入
門
編
」「
興
亡
編
」「
文
化
交
流
編
」

（
各
巻
六
五
○
円
）

●
販
売
場
所
／
文
化
交
流
課
（
山
口
総

合
支
所
３
階
）、
歴
史
文
化
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
室
分
室
（
小
郡
総
合
支
所

３
階
）
等

※
総
合
支
所
の
地
域
振
興
課
（
山
口
・
小

郡
総
合
支
所
を
除
く
）
で
の

受
け
取
り
も
可
能
で
す
。
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