
    
 

                          

         

 

  

明
治
維
新
１
５
０
年
を
迎
え
る
山
口 

菜
香
亭 

前
庭
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン 

 ４
月

16
日
（
土
）
菜
香
亭
の
前
庭
が
「
歴
史
巡
り
の
庭
」「
多
目
的
広
場
」
と
し
て
、
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。 

    

「
歴
史
巡
り
の
庭
」
は
、「
大
内
文
化
特
定
地
域
」
の

地
形
が
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

蛇
行
し
て
い
る
道
は
一
の
坂
川
を
、
ま
っ
す
ぐ
な
道

は
萩
往
還
（
竪
小
路
）
を
表
し
て
い
ま
す
。
山
の
よ
う

に
小
高
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
北
に
鴻
の
嶺
、
南
に
は

象
頭
山
で
す
。 

ま
た
、
史
跡
を
紹
介
し
た
３
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、

山
口
御
屋
形
（
現
在
山
口
県
庁
）
、
中
河
原
御
茶
屋
（
現

在
交
通
交
流
公
園
）
、
野
田
御
殿
（
現
在
山
口
市
菜
香
亭
）

の
歴
史
を
学
び
な
が
ら
歩
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
す
。 

「
多
目
的
広
場
」
は
、
市
民 

の
憩
い
の
場
と
し
て
様
々
な 

イ
ベ
ン
ト
に
活
用
で
き
ま
す
。 

 

来
年
、
明
治
維
新
一
五
〇 

年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
記
念 

の
石
碑
の
落
成
式
も
あ
り
ま
し 

た
。 

 

式
典
で
は
、
舞
踊
や
ダ
ン
ス 

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
砲
術
演
武 

な
ど
が
あ
り
、
多
く
の
お
客
様 

と
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
を
お
祝
い 

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

歩きまがら幕末の志士に想いを馳せることができる。 

講
演
会 

「
大
内
氏
時
代
の
技
術
を
今
に
伝
え
る
檜
皮
葺
」 

こ
の
日
の
昼
は
、
香
山
公
園
の
露
山
堂
で
、

伊
藤
博
文
を
交
え
、
少
人
数
の
昼
食
会
を
行

っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
維
新
を
経
済
的
に
援

助
を
し
た
吉
富
簡
一
や
万
代
利
七
た
ち
が
顔

を
揃
え
ま
し
た
。
そ
ち
ら
の
料
理
も
、
料
亭

菜
香
亭
が
作
っ
て
い
ま
し
た
。 

猫
足
膳
に
の
せ
て
出
し
て
、
料
理
は
潮
煮

の
蛤
汁
、
う
り
な
ま
す
、
桃
玉
半
餅
の
薄
葛

仕
立
て
、
御
飯
、
香
の
物
な
ど
で
す
。 

 

こ
の
と
き
の
宴
会
に
つ
い
て
、
料
亭
菜
香
亭
は
「
明
治
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日 

侯
爵
伊

藤
様
御
歓
迎
録
」
を
記
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
襖
の
下
張
か
ら
数
年
前
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。 

 

菜
香
亭
で
の
料
理
は
折
詰
の
ほ
か
和
食
を
並
べ
て
お
出
し
し
て
い
ま
す
。
２
５
０
人
分
の
注

文
が
あ
っ
た
が
３
０
０
人
分
用
意
す
る
と
し
て
い
ま
す
。
会
費
三
円
を
と
っ
た
料
理
が
こ
ち
ら

で
す
。
今
の
金
額
に
換
算
す
る
と
６
万
円
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
折
詰
）
道
明
寺
羹
、
か
ま
ぼ
こ
、
き
ん
か
ん
甘
煮
、
小
鯛
、 

菊
形
菓
子
、
玉
子
、
巻
寿
司 

（
攫
肴
）
香
た
け
（
最
高
級
の
キ
ノ
コ
）
、
朱
巻
、
今
坂
、
玉
子
、 

や
き
い
か
、
は
す
、
押
し
寿
司
、
鯖
、
夏
蜜
柑 

（
蓋
物
鉢
）
取
肴
、
き
わ
だ
巻
、
青
豆
串
刺
、
あ
わ
び
う
ま
煮
、 

梨
錦
合
、
酢
肴
金
銀
巻
、
生
魚 

 

お
酒
が
進
み
そ
う
な
メ
ニ
ュ
ー
で
す
。 

夜
会
の
料
理
…
最
高
級
の
食
材
を
つ
か
っ
て 

昼
食
は
幕
末
の
友
と
… 
 

山
口
入
り
の
前
日
に
演
説
し
た
お
寺
・
成
海
寺(

防
府) 

 

伊
藤
博
文
は
こ
の
全
国
遊
説
の
と
き
北
九
州
・
長
府
を
経
て
、
防
府
に
宿
泊
し
た
後
、

山
口
に
入
り
ま
し
た
。 

防
府
で
は
、
天
満
宮
の
西
直
下
に
あ
る
宝
成
庵
が
演
説
会
場
と
な
り
ま
し
た
。
あ
ま

り
知
ら
れ
て
い
な
い
話
で
す
が
、
伊
藤
博
文
は
萩
に
移
る
前
の
７
歳
の
こ
ろ
、
母
方
の

叔
父
さ
ん
を
頼
っ
て
防
府
天
満
宮
の
参
道
に
あ
る
「
大
専
坊
」
に
読
み
書
き
を
学
び
に

１
年
通
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
と
き
下
宿
し
て
い
た
の
が
宝
成
庵
で
し
た
。
昼
ま
で
、 

１
８
０
０
人
を
超
え
た
と
い
う
聴
衆
に
、
幼
少
か
ら
明
治
維
新
前
後
の
動
乱
や
諸
外
国

の
現
状
ま
で
話
し
た
後
、
毛
利
元
昭
主
催
の
歓
迎
会
が
あ
る
天
満
宮
の
春
風
楼
ま
で
徒

歩
で
移
動
し
ま
し
た
。
…
…
ど
ん
な
思
い
で
こ
の
道
を
歩
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

宝
成
庵
は
、
現
在
「
成
海
寺
」
と
改
号
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
伊
藤
公

が
訪
問
の
と
き
こ
の
寺
の
た
め
に
揮
毫
し
た
「
滴
水
成
海
」
と
い
う
言
葉
か
ら
き
て
い

ま
す
。
今
で
も
本
堂
に
掲
げ
ら
れ
て
あ
り
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
訪
ね
て

み
て
く
だ
さ
い
。 

「
滴
水
成
海
」
と
は
、「
し
た
た
る
水
が
海
と
な
る
。
…
小
さ
な
力
も
束
ね
れ
ば
大
き

な
力
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
一
般
的
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
す
が
、
清
水
栄
芳
現
住
職

に
よ
る
と
、「
最
初
は
小
さ
な
存
在
だ
っ
た
も
の
が
、
人
と
出
会
い
、
情
け
を
か
け
て
も

ら
う
こ
と
で
、
今
は
国
を
建
て
世
界
を
つ
な
ぐ
海
の
よ
う
に
大
き
な
存
在
に
な
っ
た
」 

 

山
口
に
栄
え
た
大
内
氏
の
時
代
か
ら
の
神
社
仏
閣
の
屋
根
に
は
、
檜
皮
（
ひ
わ
だ
）

が
葺
か
れ
て
い
る
の
が
多
い
で
す
。 

     

現
在
で
は
檜
皮
葺
師
は
減
っ
て
お
り
、
県
内
で
は

専
門
と
し
て
い
る
の
は
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
。
そ
の

唯
一
の
方
、
江
戸
時
代
か
ら
つ
づ
く
「
ひ
わ
だ
や
」

十
一
代
目
の
佐
々
木
真
さ
ん
を
講
師
に
、
講
演
会
「
大

内
氏
時
代
の
技
術
を
今
に
伝
え
る
檜
皮
葺
」
を
開
催

し
ま
し
た
。 

 

参
加
者
は

62
名
。 

佐
々
木
さ
ん
は
、
市
内
の
重
要
文
化
財
の
古
熊
神

社
・
龍
福
寺
や
国
宝
瑠
璃
光
寺
五
重
塔
の
屋
根
を
葺

か
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
経
験
を
ま
じ
え
、
宮
野

地
区
で
栽
培
し
て
い
る
ヒ
ノ
キ
か
ら
皮
を
は
ぐ
作
業

や
檜
皮
葺
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
話
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
あ
と
は
実
演
で
す
。
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
速
さ

で
竹
釘
を
打
ち
こ
む
姿
を
、
み
な
さ
ん
熱
心
に
見
入

っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
質
疑
応
答
で
は
次
か
ら
次
へ

と
質
問
さ
れ
、
長
年
聞
け
な
か
っ
た
疑
問
が
解
け
て

う
れ
し
そ
う
で
し
た
。 

  

こ
れ
か
ら
寺
院
や

神
社
な
ど
の
屋
根
を

見
る
に
つ
け
、
佐
々
木

さ
ん
を
始
め
、
匠
の
技

が
生
き
て
い
る
こ
と

か
み
し
め
た
い
と
思

い
ま
す
。 

   

 

前列中央の伊藤博文の左が吉富簡一（元県会議
員、元衆議院議員。防長新聞社主）。伊藤博文の
後左が万代利七。（山口市歴史民俗資料館所蔵） ふすまの下張りから見つかった記録。 

岩国藩鉄砲隊の演武で気合が入りました。 

多くの方が来られました。 桧皮葺きを普及するための屋根のミニチュア版 口に含んだ竹釘を出しては打つ匠の技に
見入る参加者 

と
い
う
解
釈
を
さ
れ
お
り
、
縁

を
大
切
に
す
る
こ
と
や
何
事

も
あ
き
ら
め
な
い
こ
と
が
肝

要
と
今
は
説
い
て
お
ら
れ
ま

す
。 

 
 

 
 

 

伊
藤
公
が
明
治

42
年
ハ
ル

ピ
ン
で
暗
殺
さ
れ
た
年
に
伊

藤
公
の
威
光
を
偲
び
「
滴
水
山 

成
海
寺
」
と
改
号
さ
れ
ま
し

た
。 

成海寺本堂。山口県一広い本堂は１２１坪。江戸
時代に開山。約２５０年の歴史をもつ。 

お寺のために揮毫した「滴水成海」 
一番左の「海」は「毎」の下に「水」と書く。 

ほ
う
じ
ょ
う
あ
ん 

だ
い
せ
ん
ぼ
う 

し
ゅ
ん
ぷ
う
ろ
う 

じ
ょ
う
か
い
じ 

て
き
す
い
じ
ょ
う
か
い 

ひ
わ
だ
ぶ
き 

こ
う 

み
ね 

ぞ
う
ず
ざ
ん 

か
ん 

体験タイム。金づちの握り方から… 

じ
ょ
う
か
い
じ 

し
み
ず
え
い
ほ
う 
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