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特集　萩藩の初代藩主は誰？

　毛利秀就の青印（寄組山田家文書、山口県文書館蔵）
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の
建
設
を
は
じ
め
、
藩
政
の
整
備
を
進
め
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
隠
居
し
た
と
は
い
え
、
実
質
的
に

は
輝
元
が
毛
利
氏
の
当
主
（
藩
主
）
と
し
て
、
家
臣
団

を
ま
と
め
て
、
山
積
す
る
諸
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
き

ま
し
た
。

■
秀
就
の
江
戸
で
の
生
活

　

江
戸
の
藤
七
郎
に
は
、
聞き

き

次つ
ぎ

と
し
て
幕
府
と
の
折
衝

に
当
た
っ
た
福
原
広
俊
の
ほ
か
、
益
田
元
祥
や
堅
田
元

慶
、
お
守
役
と
し
て
国
司
元
歳
や
叔
父
に
あ
た
る
児
玉

景
唯
な
ど
の
重
臣
の
ほ
か
、
多
数
の
家
臣
が
随
従
し
て

い
ま
し
た
。

　

秀
就
に
は
、
毛
利
氏
の
当
主
或
い
は
大
名
と
し
て
の

「
帝
王
学
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
知
識
人
や
側
近
た
ち
に
よ
っ
て
、
必
要
な
教
育
が

な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
か
で
も
「
手
習
い
」
は

日
々
稽
古
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
下
の

写
真
の
よ
う
に
、
江
戸
に
随
従
し
た
家
臣
の
家
に
は
、

同
様
の
文
書
が
伝
来
し
て
い
ま
す
。

■
若
殿
様
の
お
国
入
り

　

慶
長
十
六
年
の
暮
、
秀
就
が
初
め
て
お
国
入
り
を
果

た
す
と
き
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
慶
長
八
年
に
参
勤
し

■
毛
利
秀
就
と
父
輝
元

　

毛
利
秀
就
は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
に
輝
元
の

第
一
子
と
し
て
生
ま
れ
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に

萩
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
彼
が
生
き
た
五
〇
余
年
は
、

関
ヶ
原
戦
や
大
坂
の
陣
を
挟
ん
で
、
戦
乱
の
世
か
ら
和

平
の
世
へ
と
、
大
き
な
変
化
を
遂
げ
た
時
代
で
し
た
。

ま
た
防
長
二
か
国
へ
減
封
と
な
っ
た
毛
利
氏
に
と
っ
て

は
、
藩
の
諸
制
度
の
整
備
・
確
立
が
急
が
れ
た
時
期
で

も
あ
り
ま
し
た
。

　

父
の
輝
元
は
、関
ヶ
原
戦
後
ま
も
な
く
隠
居
し
て「
宗

瑞
」
を
名
乗
り
、
幼
い
藤
七
郎
（
秀
就
）
に
家
督
を
譲

り
ま
し
た
。
次
第
に
覇
権
を
確
立
す
る
徳
川
氏
に
対
し

て
忠
誠
を
誓
う
意
味
で
、
秀
就
が
「
証
人
」（
人
質
）

と
し
て
在
江
戸
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
慶
長
六
年

（
一
六
〇
一
）。
ま
だ
七
歳
の
と
き
の
こ
と
で
し
た
。

緊
迫
し
た
時
代
が
、
年
端
も
い
か
な
い
子
ど
も
に
父
母

と
離
れ
ば
な
れ
の
生
活
を
さ
せ
た
の
で
す
。
想
像
す
る

と
、
思
わ
ず
目
頭
が
熱
く
な
り
ま
せ
ん
か
。

　

さ
て
、
当
時
の
萩
藩
は
家
臣
団
の
多
さ
に
加
え
て
、

六
か
国
返
租
問
題
や
幕
府
の
普
請
役
等
々
に
よ
り
、
財

政
は
火
の
車
で
し
た
。
そ
の
一
方
で
萩
築
城
や
城
下
町

　秀 就の手習い（蔵田満男氏蔵）　　　「手習ふ人の始めにも
しける」（古今集仮名序）とされた「難波津の歌」です。
慶長９年のもので花押の練習もしています。

萩
藩
の
初
代
藩
主
は
誰
？

特
集

　

さ
て
問
題
で
す
。
萩
藩
の
初
代
藩
主
と
い
え
ば
誰
で
し
ょ
う
？
。
…
…
、
答
え
は
毛
利
秀
就
で
す
。

　

「
え
ぇ
ー
っ
！　

輝
元
じ
ゃ
な
い
ん
か
、
お
い
っ
！
」
と
い
う
反
応
を
さ
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
今
回
の
特
集
で
は
、
一
般
に
は
や
や
印
象
の
薄
い
毛
利
秀
就
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介

し
て
人
物
像
の
一
端
に
迫
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
年
の
三
月
に
刊
行
し
た
『
史
料

編　

近
世
２
』
お
よ
び
『
近
世
１
』
を
ぜ
ひ
御
覧
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

て
以
来
、
輝
元
は
首
を
長
く
し
て
こ
の
日
を
待
っ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
大
き
く
成
長
し
た
我
が
子
と
の
再
会

で
す
。
さ
ぞ
や
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

秀
就
は
、
藩
主
と
し
て
領
内
へ
の
お
披
露
目
で
あ
る

「
御
国
廻
り
」
を
行
っ
た
ほ
か
、
諸
行
事
を
こ
な
し
て
、

慶
長
十
八
年
に
は
再
び
江
戸
へ
戻
り
ま
し
た
。
在
国
し

た
約
一
年
の
間
に
、
家
臣
へ
の
加か

冠か
ん

状じ
ょ
うや

一い
ち

字じ

書か
き

出だ
し

な

ど
の
判
物
に
単
独
で
署
名
し
た
ほ
か
、
家
臣
の
知
行
を

保
証
す
る
安
堵
状
に
も
輝
元
と
と
も
に
署
名
し
て
い
ま

す
。
こ
の
機
会
に
、
輝
元
は
秀
就
へ
「
領
知
権
」（
藩

主
の
権
限
）
を
委
譲
し
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
秀
就
が

断
っ
て
い
ま
す
。
自
信
が
な
い
と
い
う
の
が
理
由
だ
と

思
わ
れ
ま
す
が
、
親
に
言
え
な
い
理
由
が
…
…
…
。
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■
「
肝
焼
き
」
息
子

　

息
子
の
行
状
を
知
ら
せ
る
福
原
広
俊
の
手
紙
が
届
い

た
の
は
同
年
三
月
。
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、「
秀
就
は

藩
主
の
器
じ
ゃ
な
い
。
や
ん
ち
ゃ
の
し
放
題
で
、
こ
の

ま
ま
だ
と
毛
利
の
家
が
危
な
い
。」
と
い
う
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。
毎
日
の
よ
う
に
明
け
方
ま
で
酒
盛
り
を
し

て
、
お
昼
近
く
ま
で
起
き
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め
、
来

客
へ
の
応
接
や
諸
方
面
に
宛
て
る
書
状
等
の
対
応
が
遅

れ
て
し
ま
う
、と
。
実
は
、初
入
国
中
に
も
広
俊
は
「
秀

就
の
行
儀
に
つ
い
て
直
接
意
見
し
て
ほ
し
い
」
と
輝
元

に
伝
え
た
の
で
す
が
、改
ま
る
気
配
が
な
い
た
め
、よ
り

具
体
的
な
内
容
を
書
い
た
の
で
し
た
。
ま
た
在
国
中
の

秀
就
は
、「
高
飛
車
な
態
度
で
臨
め
ば
威
厳
が
保
て
る
」

と
い
う
知
人
の
話
を
鵜
呑
み
に
し
て
行
動
し
て
い
た
た

め
、
周
囲
の
者
や
領
民
を
恐
れ
さ
せ
て
い
た
の
で
す
。

　

行
く
末
を
案
じ
た
父
輝
元
は
、
長
府
藩
主
毛
利
秀
元

に
息
子
の
行
儀
に
つ
い
て
指
導
を
依
頼
し
、
本
人
に
も

二
一
箇
条
に
も
わ
た
る
教
訓
書
を
書
い
た
り
も
し
ま
し

た
。
後
継
ぎ
が
ち
ゃ
ん
と
し
な
い
の
で
は
、
親
は
死
ん

で
も
死
に
き
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
の
ち
輝
元
は
体
調
を
崩

し
ま
す
が
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
ま
で
持
ち
こ
た

え
た
の
は
「
肝
焼
き
」
息
子
の
お
陰
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

■
秀
就
の
後
半
生

　

寛
永
の
初
年
は
、
輝
元
の
依
頼
を
受
け
た
秀
元
が
後

見
役
と
し
て
藩
政
に
関
与
し
ま
し
た
。
や
が
て
秀
元
と

秀
就
の
実
弟
就
隆
（
徳
山
藩
主
）
に
よ
る
幕
府
普
請
役

の
拒
否
や
別
朱
印
の
問
題
（
将
軍
か
ら
本
藩
と
は
別
に

領
知
朱
印
状
を
拝
領
し
独
立
す
る
こ
と
を
画
策
）
な
ど

か
ら
二
人
と
秀
就
は
疎
遠
な
状
態
と
な
り
ま
し
た
。

　

寛
永
九
年
か
ら
は
、
秀
就
が
藩
政
の
舵
取
を
担
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
寛
永
か
ら
慶
安
に
か
け
て
、
度
重

な
る
普
請
役
の
負
担
や
鎖
国
な
ど
の
幕
府
の
諸
政
策
や

島
原
の
事
件
へ
の
対
応
の
ほ
か
、
財
政
難
へ
の
対
応
と

し
て
家
臣
の
給
与
を
カ
ッ
ト
し
た
正
保
の
二
歩
減
な
ど
、

厳
し
い
藩
政
の
運
営
が
要
求
さ
れ
た
時
代
で
し
た
。
も

ち
ろ
ん
毛
利
一
門
を
は
じ
め
と
し
た
有
能
な
家
臣
に
も

支
え
ら
れ
て
、
彼
の
時
代
に
基
本
的
な
政
策
が
次
々
と

打
ち
出
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

慶
安
四
年
の
彼
の
死
が
も
た
ら
し
た
藩
内
外
へ
の
波

紋
を
考
え
る
と
、
若
い
頃
は
や
ん
ち
ゃ
の
し
放
題
だ
っ

た
秀
就
も
、
萩
藩
の
初
代
藩
主
を
立
派
に
務
め
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（
河
本
）

　毛利秀就受領書出（右田毛利家文書）

　毛利秀就官途書出（三浦家文書）

　毛利秀就仮名書出（同上）

　いずれも山口県文書館蔵。
　家臣の家格によって、判物の形式が異なっていたこ
とがわかります。一門の右田毛利氏には、日下（年月
日の下）に名前と花押が記されていますが、大組の三
浦氏には日付の奥に花押のみが記されています。
　また、寛永期に入ると、宛所（宛名）よりも高い位
置に花押が据えられたものも登場します。



4

　

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ

て
い
る
萩
の
浜
崎
は
、
か
つ
て
は
港
町
と
し

て
栄
え
、
藩
の
御
船
倉
や
浜
崎
宰
判
の
勘か

ん

場ば

も
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

　

下
の
写
真
は
、
須
子
家
で
保
存
さ
れ
る
長

持
で
、「
北
国
問
屋
」「
年
寄　

須
子
清
九
郎
」

「
安
政
二
」
な
ど
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
同
家
に
伝
来
す
る
文
書
の
詳
細
調
査
は

こ
れ
か
ら
で
、
町
の
実
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で

き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

 
（
担
当　

河
本
・
松
島
・
宮
﨑
）

浜
崎
の
須
子
家

近 世 部 会

往時を偲ばせる須子家の長持

　

こ
の
御
代
は
に
し
の
海
よ
り
お
さ
ま
り
て

　

よ
も
に
は
あ
ら
き
波
風
も
な
し

　

足
利
尊
氏
は
、
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）

後
醍
醐
天
皇
方
に
敗
れ
、
九
州
に
下
る
途
中

で
、
忌い

み
の
み
や宮

神
社
に
戦
勝
を
祈
願
し
ま
し
た
。

　

翌
年
、
勢
力
を
挽
回
し
て
入
京
し
た
尊
氏

は
、
感
謝
の
意
を
込
め
て
、
こ
の
和
歌
を
同

神
社
に
奉
納
し
た
の
で
す
。

　

三み

十そ

一ひ
と

文も

字じ

の
優
雅
な
文
芸
か
ら
も
、
当

時
の
人
々
の
信
仰
の
様
子
や
歴
史
の
一
面
が

う
か
が
え
ま
す
。

 

（
担
当　

今
地
・
阿
武
・
中
司
）

和
歌
か
ら
見
え
る
中
世
社
会

中 世 部 会

足利尊氏筆「豊
とよらのみや

浦宮法楽和歌」（下関市忌宮神社蔵）

　

奈
良
東
大
寺
の
大
仏
を
鋳
造
す
る
の
に
美

東
町
長な

が

登の
ぼ
りの
銅
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
と

い
う
こ
と
は
、
長
登
か
ら
奈
良
ま
で
銅
が
運

ば
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

運
搬
方
法
や
ル
ー
ト
を
確
定
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
長
登
か
ら
小お

郡ご
お
りま

で
は
陸

路
を
利
用
し
た
と
す
れ
ば
徒
歩
で
約
五
時
間
。

そ
こ
か
ら
椹ふ

し

野の

川
を
利
用
し
た
と
す
る
と
、

仏
坂
の
峠
を
除
け
ば
、
小
郡
ま
で
は
比
較
的

歩
き
や
す
い
道
が
続
き
ま
す
。

（
担
当　

石
風
呂
・
山
本
美
）

意
外
と
近
い
？

古 代 部 会

明治期に仏坂に掘られたトンネル

　

『
通
史
編　

原
始
・
古
代
』
で
は
、
様
々

な
時
代
の
人
々
の
活
動
を
イ
ラ
ス
ト
で
復
元

し
、
掲
載
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

山
口
県
の
遺
跡
を
モ
デ
ル
に
、
岩
宿
時
代

（
旧
石
器
時
代
）
の
狩
猟
風
景
、
縄
文
時
代

の
集
落
や
弥
生
時
代
の
コ
メ
づ
く
り
の
様
子
、

古
墳
の
築
造
過
程
な
ど
、
躍
動
感
あ
ふ
れ
る

人
々
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
工
夫
す
る
方
針
で
す
。

 

（
担
当　

河
村
・
德
本
）

人
々
の
動
き
を
復
元

考 古 部 会

イラストの下絵づくり

部
会
ト
ピ
ッ
ク
ス
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「
ト
ル
ツ
メ
」、「
ブ
ラ
サ
ゲ
」、「
オ
ン
ビ

キ
」、「
ダ
ー
シ
」。
こ
れ
ら
は
ど
う
い
う
意

味
の
言
葉
で
し
ょ
う
？　

実
は
み
な
校
正
に

関
係
す
る
用
語
な
の
で
す
。

　

民
俗
部
会
で
は
、
現
在
『
資
料
編　

民
俗

２
』（
暮
ら
し
と
環
境
）
の
刊
行
に
向
け
て

校
正
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

  
因
み
に
「
ト
ル
ツ
メ
」
と
は
、
文
章
中
の

不
要
な
文
字
を
削
除
し
て
次
の
文
を
前
に
ツ

メ
る
指
示
、「
ー
」
は
オ
ン
ビ
キ
、「―

」
が

ダ
ー
シ
で
す
。  

（
担
当　

村
岡
・
小
本
）

ト
ル
ツ
メ

民 俗 部 会

校正作業の様子（編さん室）

　

『
史
料
編　

現
代
４
』（
平
成
十
九
年
度

刊
行
予
定
）
は
産
業
経
済
編
で
あ
る
た
め
、

企
業
関
係
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　

貸
借
対
照
表
や
損
益
計
算
書
な
ど
か
ら
な

る
有
価
証
券
報
告
書
や
、
社
員
に
向
け
て
発

行
さ
れ
た
社
報
を
年
月
ご
と
に
見
て
い
く
こ

と
で
、
戦
後
の
企
業
の
変
遷
は
も
と
よ
り
、

山
口
県
経
済
の
変
遷
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き

ま
す
。 

（
担
当　

関
谷
・
古
屋
・
山
本
香
）

『
現
代
４
』
刊
行
に
向
け
て

現 代 部 会

調査の一コマ（宇部）

　

明
治
期
以
降
の
鉄
道
網
や
道
路
網
の
整
備
、

地
域
開
発
の
進
展
に
と
も
な
い
、
県
内
各
地

の
景
勝
地
や
温
泉
地
が
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し

て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
一
月
に
は
、駅
・

商
工
会
・
旅
館
な
ど
を
中
心
に
防
長
観
光
協

会
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
事
務
所
が
小
郡
駅
に

置
か
れ
ま
し
た
。そ
し
て
、絵
葉
書
・
写
真
帳
・

遊
覧
案
内
な
ど
が
作
製
さ
れ
、
観
光
客
誘
致

が
盛
ん
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

 

（
担
当　

淺
川
・
伊
藤
）

昭
和
初
期
の
観
光
客
誘
致

近 代 部 会

『防長之観光』（県立山口図書館蔵）より

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
八
月
か
ら
九
月

に
か
け
て
、
防
長
全
土
で
突
如
伝
染
病
が
蔓

延
し
ま
し
た
。
そ
の
死
者
数
は
「
浦
日
記
」

に
よ
れ
ば
、
萩
市
中
で
三
四
二
人
、
諸
郡
に

お
い
て
は
一
五
九
八
人
に
も
上
り
ま
し
た
。

　

そ
の
正
体
は
コ
レ
ラ
で
、
病
気
退
散
を
願

い
神
社
へ
の
祈
禱
や
空
砲
発
射
な
ど
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
活
躍
し
た
の
が

蘭
方
医
で
、
彼
ら
に
よ
り
そ
れ
に
対
す
る
予

防
・
治
療
法
を
記
し
た
板
本
が
出
さ
れ
て
い

ま
す
。 

（
担
当　

土
井
・
里
谷
・
宮
本
）

猖し
ょ
う

獗け
つ

を
き
わ
め
た
流
行
病

流行病に対する予防・治療法
（「浦日記」山口県文書館蔵）

部
会
ト
ピ
ッ
ク
ス

明 治 維 新 部 会



6

　

吉
田
松
陰
が
松
下
村
塾
で
教
え
た
の
は
、
実
質
一
年
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
塾
風

は
先
生
と
生
徒
で
は
な
く
、
共
に
学
ぶ
同
士
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
こ
で
松
陰
が
最
初
に
教
え
た
の
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
こ
そ
長

州
藩
の
原
点
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
般
的
な
歴
史
の
教

え
方
、
つ
ま
り
知
識
の
集
積
で
は
な
か
っ
た
。

　

松
陰
は
「
そ
の
時
、
君
だ
っ
た
ら
ど
う
し
た
か
」
と
質
問
し
、
そ
の
答
え
を
皆
で
討
議

し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
先
生
も
生
徒
も
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
続
い
て
、「
今
、
関
ヶ
原
の
無
念
を
晴
ら
す
た
め
に
我
々
は
ど
ん
な
行
動
を
と

る
べ
き
か
」
と
設
問
し
、
各
自
が
「
私
は
こ
う
す
る
」
と
意
見
を
述
べ
、
そ
れ
を
皆
で
討

議
し
た
。

　

そ
こ
に
は
、
本
か
ら
知
識
を
得
る
こ
と
に
汲
々
と
し
た
学
問
の
や
り
方
を
超
え
た
、
生

き
た
学
問
が
あ
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
当
時
の
明
倫
館
の
教
授
方
法
か
ら
は
「
自
分
の
死
す
べ
き
所
」
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
悩
ん
で
い
た
高
杉
晋
作
を
目
覚
め
さ
せ
た
「
学
び
方
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

日
か
ら
晋
作
は
「
松
下
村
塾
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
祖
父
と
父
の
目
を
盗
ん
で

松
陰
の
も
と
に
通
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
な
教
え
方
と
学
び
方
を
実
行
し
た
私
塾
が
京
都
に
あ
っ
た
。石
田
梅
岩
の「
石

門
心
塾
」
で
あ
る
。
梅
岩
は
身
近
な
も
の
を
何
で
も
教
科
書
と
し
た
が
、
彼
が
繰
り
返
し

た
の
は
本
で
は
な
く
て
「
自
分
で
考
え
て
、
実
行
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
百
の
理
屈
よ

り
も
一
つ
の
実
行
で
あ
っ
た
。

　

私
は
今
の
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
云
々
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
時
代
は
確

実
に
変
わ
り
始
め
て
い
る
。
自
分
で
考
え
て
行
動
し
な
い
と
、
国
も
会
社
も
個
人
も
そ
の

流
れ
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
と
い
う
懸
念
か
ら
、
私
は
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

（
防
府
市
出
身
）

ふるさと山口・21

「
教
え
る
こ
と
」
と
「
学
ぶ
こ
と
」

財
団
法
人
防
長
倶
楽
部
理
事
長　

松
野　

浩
二

　

こ
の
会
は
、
郷
土
の
自
然
、
歴
史
、
産
業
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の

分
野
に
お
い
て
「
地
域
の
宝
」
を
調
査
、
研
究
す
る
こ
と
に
、
興

味
・
関
心
を
も
つ
同
志
の
集
ま
り
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
一
年
発
足
し
、
今
年
は
五
年
目
。
こ
の
間
、
講
演
会
、

旧
跡
な
ど
の
探
訪
、共
同
研
究
、個
人
研
究
の
発
表
な
ど
、毎
月
の
研
修
会
を
中
心
に
行
っ

て
き
た
。
そ
の
他
、
協
賛
事
業
に
も
参
加
し
て
い
る
。

　

「
講
演
会
」
は
、
郷
土
史
研
究
の
事
例
、
幕
末
期
の
農
業
経
営
、
大
地
の
成
立
、
埋
蔵

文
化
財
な
ど
、
講
師
を
招
聘
し
て
実
施
。「
旧
跡
な
ど
の
探
訪
」
は
、
史
跡
、
文
化
財
、

農
業
関
係
の
開
発
跡
、
伝
説
の
里
、
寺
社
な
ど
。「
共
同
研
究
」
は
、
地
名
の
研
究
、
戦

前
の
商
店
街
マ
ッ
プ
づ
く
り
な
ど
。「
個
人
研
究
の
発
表
」
は
、
中
世
の
郷
土
史
、
古
文

書
の
解
読
と
郷
土
の
諸
事
象
、異
文
化
体
験
、地
質
調
査
、北
方
八
幡
宮
の
由
来
な
ど
。「
協

賛
事
業
」
は
、
子
供
の
週
末
活
動
を
支
援
す
る
教
育
委
員
会
の
事
業
に
協
賛
し
、
史
跡
な

ど
の
探
訪
、
体
験
学
習
、
活
動
の
ま
と
め
の
マ
ッ
プ
づ
く
り
な
ど
に
参
加
。

　

以
上
の
よ
う
な
研
修
活
動
の
歩
み
を
ま
と
め
て
、
毎
年
会
誌
『
あ
ゆ
み
』
を
発
刊
し
て

阿
知
須
郷
土
史
研
究
会

史跡・信仰・民話の里　須
す

田
だ

河
こう

内
ち

地区を歩く

い
る
。
こ
の
会
誌
（
Ａ
４
判
、
五
〇
頁
程
度
）

は
、
編
集
、
印
刷
、
製
本
す
べ
て
が
会
員
の
手

作
り
で
あ
る
。
大
変
な
作
業
で
あ
る
が
、
年
々

の
節
目
を
大
切
に
し
、
研
修
活
動
を
大
き
く
育

て
る
た
め
に
、
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
い
る
。

　

会
の
運
営
は
、
会
員
一
人
一
人
の
発
想
を
大

事
に
し
て
、
肩
の
凝
ら
な
い
楽
し
い
会
で
あ
る

こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
。

 

（
会
長　

高
重
等
）

事
務
局

　

山
口
市
阿
知
須
飛
石
北
区　

河
野
昌
博

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
八
三
六

－

六
五

－

二
三
五
四

会
誌
『
あ
ゆ
み
』

地域に根ざす・21
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行
啓
記
念
碑
と
加
護
谷
祐
太
郎

　

「
大
正
の
名
建
築
」
山
口
県
旧
県
庁
舎
の
向
正
面
の
植
栽
の
間
に
、
高

さ
約
一
・
三
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
記
念
碑
が
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
。
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
皇
太
子
行
啓
に
ち
な
ん
で
建
立
さ

れ
た
こ
の
記
念
碑
は
、
山
口
県
の
特
産
品
と
し
て
高
名
で
あ
っ
た
美
祢
郡

秋
吉
産
の
大
理
石
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
央
に
は
大
阪
市
の
造

幣
局
で
鋳
造
さ
れ
た
銅
製
銘
板
が
は
め
こ
ま
れ
、
当
時
の
県
知
事
大
森
吉

五
郎
の
撰
文
が
陽
鋳
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
柄
な
が
ら
も
神
殿
風
の
気
に
な
る
デ
ザ
イ
ン
を
ま
と
っ
た
こ
の
記
念
碑
の
設
計
者
は
、

東
京
帝
国
大
学
出
身
の
建
築
技
師
加
護
谷
祐
太
郎
で
す
。
記
念
碑
建
設
工
事
の
関
係
書
類

に
添
え
ら
れ
た
図
面
右
隅
の
「
加
護
谷
」
の
印
鑑
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
く
れ
ま
す
。
当
時

の
建
築
家
は
、
橋
や
記
念
碑
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
腕
を
ふ
る
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

加
護
谷
は
、
明
治
の
東
大
寺
大
仏
殿
修
理
工
事
の
指
導
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

大
正
十
二
年
竣
工
の
日
本
赤
十
字
社
山
口
支
部
病
院
の
工
事
顧
問
技
師
と
し
て
山
口
の
近

代
建
築
史
上
に
も
そ
の
名
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
帝
都
復
興
院
や
東
京
市
役
所
の

建
築
技
師
と
し
て
関
東
大
震
災
後
の
東
京
再
生
に
も
関
与
し
て
い
ま
す
。 

（
淺
川
）

山口県
　歴史モノ語り

19

行啓記念碑（正面、昭和２年竣工）

記念碑の図案
「東宮殿下行啓記念碑建設工事一件」（山口県文書館蔵）

県史アラカルト １

刊
行
準
備
進
む
『
通
史
編　

原
始
・
古
代
』

　

『
山
口
県
史　

通
史
編
』
は
、
平
成
十
八

年
度
刊
行
予
定
の
『
原
始
・
古
代
』
を
初
巻

に
、
計
六
巻
の
刊
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

『
原
始
・
古
代
』
で
は
冒
頭
で
「
人
と
環

境
」
と
題
し
、
近
・
現
代
ま
で
を
視
野
に
入

れ
、
人
々
の
生
活
カ
レ
ン
ダ
ー
と
し
て
の
歴

史
の
舞
台
＝
自
然
を
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ま
す
。

　

県
土
山
口
の
地
形
や
気
候
が
は
ぐ
く
ん
だ
、
豊
か
な
自
然

環
境
と
「
生
態
系
の
中
の
人
」
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て

き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
将
来
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
融
合
・

調
和
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
人
と
環
境
」
で
は
そ
の

素
材
を
提
供
し
ま
す
。

　

ま
た
、
原
始
・
古
代
部
分
で
は
、
本
県
で
は
じ
め
て
人
々

の
活
動
痕
跡
が
み
ら
れ
る
時
代
か
ら
、
院
政
開
始
前
年
の
応

徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
ま
で
の
山
口
県
の
歴
史
的
な
歩
み
や

特
性
等
を
叙
述
し
ま
す
。

　

以
下
の
編
構
成
で
、
現
在
執
筆
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

第
一
編　
　

人
と
環
境

　

第
二
編　
　

最
古
の
狩
猟
民

　

第
三
編　
　

土
器
の
あ
る
く
ら
し

　

第
四
編　
　

稲
作
の
始
ま
り

　

第
五
編　
　

大
王
陵
の
造
営

　

第
六
編　
　

周
芳
・
穴
門
と
ヤ
マ
ト
国
家

　

第
七
編　
　

周
防
国
・
長
門
国
と
律
令
国
家

　

第
八
編　
　

律
令
社
会
と
産
業

　

第
九
編　
　

律
令
国
家
の
変
容
と
周
防
国
・
長
門
国

　

第
十
編　
　

周
防
・
長
門
地
方
と
東
ア
ジ
ア

　

第
十
一
編　

周
防
・
長
門
地
方
の
文
化
と
信
仰

石城山神籠石調査（光市） イラストの打ち合わせ 掘り出された埋没林（阿武町宇
う

生
ぶ

賀
か

）
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▼
今
後
の
配
本
予
定
巻
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　
『
資
料
編　

民
俗
２
』（
平
成
十
七
年
度
末
刊
行
予
定
）
は
「
暮

ら
し
と
環
境
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
暮
ら
し
に
も
つ
山
口
県
の
「
民
俗
の
骨
組

み
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。「
山
村
」「
漁
村
」「
農
村
」
と

い
う
環
境
条
件
の
異
な
る
地
域
社
会
ご
と
に
モ
デ
ル
地
区
を
設
定
し
、
現
地
調

査
に
よ
り
集
積
し
た
各
種
デ
ー
タ
を
も
と
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る「
民

俗
」
を
浮
き
彫
り
に
し
ま
す
。

　

『
史
料
編　

幕
末
維
新
３
』（
平
成
十
八
年
度
刊
行
予
定
）
は
、
幕
末
期
の

政
治
・
社
会
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
寄よ

り

組ぐ
み

士し

浦う
ら

靫ゆ
き

負え

の
日
記
を
収
録
し

ま
す
。
浦
は
家
老
と
し
て
藩
政
の
中
枢
に
い
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
政
務
に
関
す
る
記
述

か
ら
は
、
政
権
の
内
部
構
造
や
政
策
決
定
な
ど
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
家
中
諸
家
と
の

交
際
や
浦
家
の
所
領
経
営
な
ど
の
記
事
か
ら
は
、
武
家
社
会
を
含
め
た
幕
末
期
の
社
会
状

況
な
ど
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

お
し
ら
せ

県史刊行の

▼
県
史
編
さ
ん
過
程
の
調
査
研
究
成
果
等
を
発
表
し
て
、
県
史
編
さ
ん
に

対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
地
方
史
研
究
の
発
展
に
寄

与
す
る
た
め
、
研
究
誌
『
山
口
県
史
研
究
』
を
毎
年
三
月
に
発
行
し
て
い

ま
す
。

  

こ
れ
に
よ
り
、
新
し
い
研
究
成
果
や
動
向
等
も
分
か
り
ま
す
の
で
、
ご

購
読
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

▼
『
山
口
県
史
』
及
び
『
山
口
県
史
研
究
』
の
お
申
し
込
み
は
、
左
記
あ
て
に
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

　
　

〒
七
五
三

－

八
五
〇
一　

山
口
市
滝
町
一
番
一
号　

山
口
県
刊
行
物
セ
ン
タ
ー
内

　
　
　
　
　
　

山
口
県
刊
行
物
普
及
協
会　

電　
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山口県史の構成・刊行計画（全42巻）
　【通史編】　　　　 6巻
　　原始・古代
　　中　　　世
　　近　　　世
　　幕 末 維 新
　　近　　　代
　　現　　　代
　【民俗編】　　　　 1巻
　【史料・資料編】　33巻
既刊 考古１（原始）
既刊 考古２（古代以降）
既刊 古代　（古代史料）
既刊 中世１（記録）
既刊 中世２（県内文書１）
既刊 中世３（県内文書２）
　　中世４（県外文書・在銘資料）
既刊 近世１（政治１）
既刊 近世２（政治２）
既刊 近世３（経済１）
 近世４（経済２）
 近世５（文化）
 近世６（諸家文書１）
 近世７（諸家文書２）
既刊 幕末維新１（政治・社会１）
既刊 幕末維新２（政治・社会２）
 幕末維新３（政治・社会３）
 幕末維新４（政治・社会４）
 幕末維新５（経済）
既刊 幕末維新６（軍事）
 幕末維新７（文化）
既刊 近代１（政治・社会・文化１）
 近代２（政治・社会・文化２）
 近代３（政治・社会・文化３）
既刊 近代４（産業・経済１）
 近代５（産業・経済２）
既刊 現代１（県民の証言　体験手記編）
既刊 現代２（県民の証言　聞き取り編）
既刊 現代３（言論・文化　プランゲ文庫）
 現代４（産業・経済）
 現代５（政治・社会）
既刊 民俗１（民俗誌再考）
※17 民俗２（暮らしと環境）
　【別　編】　　　　 2巻
　　統計
　　年表・索引

　　※を付けた数字は刊行予定年度


