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明
治
維
新
1
5
0
年
の
今
年
、
脚
光
を

浴
び
る
維
新
の
英
傑
は
た
い
て
い
薩
摩
や

長
州
な
ど
「
官
軍
」
側
の
人
物
で
す
。
し

か
し
、「
賊
軍
」
と
さ
れ
た
幕
府
側
に
も
多

く
の
人
材
が
い
ま
し
た
。
な
か
で
も
群
を

抜
く
才
知
と
胆
力
を
併
せ
持
っ
て
い
た
忠

臣
と
い
え
ば
小
栗
上こ
う
ず
け
の
す
け
た
だ
ま
さ

野
介
忠
順
で
す
。

　

1
8
2
7
年
に
名
門
旗
本
の
家
に
生
ま

れ
た
小
栗
は
、
34
歳
の
と
き
遣
米
使
節
に

加
わ
り
、
不
公
正
だ
っ
た
日
米
の
貨
幣
交

換
比
率
の
改
定
交
渉
に
臨
み
ま
し
た
。
両

国
の
小
判
と
金
貨
の
貴
金
属
の
含
有
量
を

科
学
的
に
実
証
し
、
粘
り
強
く
堂
々
と
主

張
し
た
そ
の
態
度
は
相
手
方
に
強
い
印
象

を
与
え
、
現
地
の
新
聞
ま
で
も
が
こ
ぞ
っ

て
賞
賛
し
ま
し
た
。
外
国
人
が
最
初
に
認

め
た
「
サ
ム
ラ
イ
」
は
小
栗
だ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

帰
国
後
、
外
国
奉
行
を
皮
切
り
に
、
勘

定
奉
行
、
江
戸
町
奉
行
、
海
軍
奉
行
、
陸

軍
奉
行
な
ど
の
要
職
を
次
々
と
歴
任
し
ま

し
た
。
平
生
は
疎
ん
じ
ら
れ
る
小
栗
の
鋭

す
ぎ
た
頭
脳
が
、
事
態
が
切
迫
す
る
度
に

必
要
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　

滞
米
中
の
見
聞
か
ら
、
鉄
こ
そ
国
家
発

展
の
要
と
確
信
し
た
小
栗
は
、
1
8
6
5

年
、
横
須
賀
製
鉄
所
の
着
工
に
踏
み
切
り

ま
す
。
財
政
は
す
で
に
火
の
車
で
、
徳
川

の
威
信
も
揺
ら
ぐ
中
、
巨
額
の
投
資
に
対

す
る
反
対
の
声
も
あ
り
ま
し
た
。
小
栗
は

そ
の
思
い
を
「
幕
府
が
滅
ん
で
も
そ
の
遺

産
が
将
来
の
日
本
の
た
め
に
な
れ
ば
幕
府

の
名
誉
だ
。
ど
う
せ
家
を
譲
り
渡
す
の
な

ら
土
蔵
を
付
け
て
や
り
た
い
」
と
親
し
い

知
人
に
の
み
打
ち
明
け
ま
し
た
。

　

し
か
し
小
栗
の
胸
中
を
理
解
せ
ず
そ
の

手
腕
を
た
だ
恐
れ
た
新
政
府
は
、
政
権
を

握
る
や
、
不
確
か
な
罪
状
で
小
栗
を
捕
縛

し
、
ま
と
も
な
裁
判
に
も
か
け
な
い
ま
ま
、

1
8
6
8
年
5
月
27
日
、
処
刑
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

そ
の
37
年
後
の
同
月
同
日
は
、
日
露
戦

争
の
勝
利
を
決
定
づ
け
た
日
本
海
海
戦
の

日
と
な
り
ま
し
た
。
連
合
艦
隊
を
率
い
た

東
郷
平
八
郎
は
、
の
ち
に
小
栗
の
子
孫
を

自
宅
に
招
き
、「
勝
て
た
の
は
小
栗
氏
の
お

陰
で
す
」
と
丁
重
に
礼
を
述
べ
ま
し
た
。

小
栗
の
死
後
完
成
し
た
横
須
賀
製
鉄
所
が

後
に
海
軍
工
廠
と
な
り
、
そ
こ
で
艦
船
を

随
時
整
備
で
き
た
た
め
、
い
つ
も
万
全
の

状
態
で
海
戦
に
臨
め
た
か
ら
で
す
。

　

今
年
は
、
救
国
の
恩
人
で
も
あ
る
不

世
出
の
逸
材
の
刑
死
か
ら
も
、
や
は
り

1
5
0
年
な
の
で
す
。

※
４
月
号
の（
中
）よ
り
続
く

　

15
世
紀
の
第
3
四
半
期
頃
ま
で
、内う
ち

田だ

氏
、
下し
も
ま
た
が

俣
賀
氏
は
い
ず
れ
も
石
見

守し
ゅ
ご護

か
ら
直
接
文も
ん
じ
ょ書

を
宛
て
ら
れ
て

お
り
、（
益
田
氏
の
家
臣
で
は
な
い
）

独
立
し
た
領
主
と
認
識
さ
れ
て
い
ま

し
た（
上か
み
ま
た
が

俣
賀
氏
に
つ
い
て
は
こ
の
時

期
以
降
の
文
書
が
少
な
い
）。

　

し
か
し
、次
第
に
彼
ら
は
益
田
氏
の

支
配
下
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
永え
い
き
ょ
う享

七

（
1
4
3
5
）
年
に
益
田
氏
一
族
・
家

臣
ら
1
0
6
人
が
松
寿
（
の
ち
の
益

田
兼か
ね
た
か堯

）に
忠
誠
を
誓
っ
た
文
書
に
は

横
田
致む
ね
よ
し慶

と
い
う
内
田
氏
の
一
族
と

思
わ
れ
る
人
物
が
署
名
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、文ぶ
ん
あ
ん安

六
（
1
4
4
9
）
年
に
下

俣
賀
氏
の
孫
三
郎
は
元げ
ん
ぷ
く服

（
成
人
）
に

際
し
て
、益
田
兼
堯
か
ら
「
堯
」
の
字

を
も
ら
い
、堯た
か
む
ね致

と
名
乗
っ
て
い
ま
す

（
致む
ね
た
か堯

と
も
名
乗
る
）。

　

15
世
紀
の
終
わ
り
頃
に
は
完
全
に

益
田
氏
の
家
臣
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、

下
俣
賀
氏
の
古
文
書
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
合
戦
で
益
田
氏
の
家
臣
と
し
て
活

躍
し
た
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
こ
の
時
期
の
文
書
が
あ
ま
り

残
っ
て
い
な
い
内
田
氏
や
上
俣
賀
氏

も
同
様
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
萩は
ぎ
は
ん藩
が
藩
内
の
さ
ま

ざ
ま
な
器
物
を
調
査
し
た
記
録「
防
ぼ
う
ち
ょ
う長

古こ
き
こ
う

器
考
」
に
は
、益
田
家
所
持
の
刀
と

し
て
「
頼よ
り
と
も
こ
う

朝
公
之の

太た
ち刀

」
が
収
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
源
み
な
も
と
の
よ
り
と
も

頼
朝
が
工く
ど
う藤

祐す
け
と
き時（

曾そ
が我

兄
弟
の
仇か
た
き討

ち
で
殺
害
さ

れ
た
工
藤
祐す
け
つ
ね経

の
子
）に
与
え
た
も
の

で
、そ
の
子
孫
が
益
田
氏
に
献
上
し
た

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
系
図
で
は
、内

田
氏
の
祖
致む
ね
も
ち茂

は
工
藤
祐
時
の
子
と

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、こ
の
刀
を
益
田

氏
に
献
上
し
た
の
は
内
田
氏
ま
た
は

俣
賀
氏
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

中世益田講座　我ら、益田氏家臣団！編（全12回）

最終回　内田氏・俣賀氏（下）
【問い合わせ先】
 市文化財課　☎ 31-0623

「防長古器考」有図第七（山口県文書館所蔵）の源頼朝太刀之図

6月号から「益田市の歴史文化の
特色」（全7回）を掲載します。


