
6�平成26年12月号

　
長
府
金
屋
町
に
あ
る
浄
土
宗
大
乗

寺
は
、
１
５
５
０
年
代
に
前
身
の
寺

院
が
開
か
れ
た
歴
史
あ
る
寺
院
で
、

江
戸
時
代
は
浄
巌
寺
と
称
し
て
い
ま

し
た
。
旧
山
陽
道
と
印
内
川
が
交
差

す
る
角
地
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
山

門
・
鐘
楼
と
も
江
戸
末
期
の
建
築
で
、

特
に
鐘
楼
は
、
建た

て
じ
わ
り
ず

地
割
図（
断
面
図

か
立
面
図
）か
ら
安
政
５（
１
８
５
８
）

年
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
。

　
山
門
は
、
門
の
中
で
は
最
も
格
式

が
高
い
四よ

つ
あ
し
も
ん

脚
門（
※
１
）で
、
側
面
の

妻
飾（
虹こ

う

梁り
ょ
う
た
い
へ
い
づ
か

大
瓶
束
）や
象
を
模
っ
た

木き
ば
な鼻
な
ど
、
随
所
に
彫
刻
が
見
ら
れ

こ
ん
に
ち
は
。
市
長
の
中
尾
友

昭
で
す
。
下
関
市
に
は
、
全

国
に
誇
れ
る
食
材
や
名
産
品

が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ

の
食
材
を
使
っ
た
フ
ル
コ
ー
ス
料
理
が

誕
生
し
ま
し
た
。
下
関
オ
リ
ジ
ナ
ル
フ

ル
コ
ー
ス「
下
関
満
関
善
席
」を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

　
観
光
客
が
観
光
地
を
訪
れ
る
最
も
大

き
な
動
機
の
一
つ
に
、
地
元
の
食
を
楽

し
む
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
下
関
に
は
、

ふ
く
、
う
に
、
く
じ
ら
、
あ
ん
こ
う
、

い
か
、
安
岡
ネ
ギ
、
垢
田
ト
マ
ト
な
ど
、

全
国
に
誇
れ
る
食
材
や
名
産
品
が
数
多

く
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
を
え
り
す
ぐ

っ
た
ブ
ラ
ン
ド
力
の
あ
る
フ
ル
コ
ー
ス

料
理
は
今
ま
で
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
下
関
満
関
善
席
は
、
中
国
の
宮

廷
料
理「
満
漢
全
席
」を
な
ぞ
ら
え
た
下

関
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
フ
ル
コ
ー
ス
料
理
で
、

下
関
の
食
の
代
名
詞
と
し
て
多
く
の
観

光
客
の
皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
も
ら
お
う

と
、
官
民
一
体
の
取
り
組
み
で
完
成
し

ま
し
た
。

　
下
関
満
関
善
席
の
認
定
を
受
け
る
に

は
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し
、
審
査
に

合
格
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の

認
定
審
査
に
、
私
も
審
査
員
の
一
人
と

し
て
参
加
し
ま
し
た
。
料
理
一
品
に
つ

き
下
関
産
の
食
材
を
お
お
む
ね
１
種
類

以
上
使
用
し
て
い
る
か
、
フ
ル
コ
ー
ス

ま
た
は
懐
石
料
理
で
あ
る
か
、
盛
り
付

け
や
器
な
ど
も
含
め
見
栄
え
は
ど
う
か
、

お
も
て
な
し
は
ど
う
か
な
ど
、
厳
正
な

審
査
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
趣

向
を
凝
ら
し
審
査
に
合
格
し
た
１５
店
舗

が
、
現
在
認
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
認

定
さ
れ
た
店
舗
に
は
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
プ

レ
ー
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
食
材
は
旬

な
も
の
を
使
用
す
る
た
め
、
季
節
に
応

じ
て
料
理
の
内
容
も
変
わ
り
ま
す
。

提
供
店
舗
は
、
国
民
宿
舎
海
峡

ビ
ュ
ー
し
も
の
せ
き
、
料
亭

古
串
屋
、
シ
ー
モ
ー
ル
パ
レ

ス
、
下
関
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
、
下
関
東

急
イ
ン
、
下
関
マ
リ
ン
ホ
テ
ル
、
春
帆

楼
本
店
、
ふ
く
料
理
・
あ
ん
こ
う
料
理

旬し
ゅ
ん
ら
く樂
館
、
割か

っ
ぽ
う烹
旅
館
寿
美
礼
、
東
京
第

一
ホ
テ
ル
下
関
、
寿
司
・
割
烹
浪
花
、

和
欧
風
創
作
料
理
日
和
庵
、
平
家
茶
屋
、

み
も
す
そ
川
別
館
、
ふ
く
専
門
や
ぶ
れ

か
ぶ
れ
の
１５
店
舗
で
す
。

　
皆
さ
ん
に
は
ぜ
ひ
食
べ
て
い
た
だ
き
、

下
関
に
は
全
国
に
誇
れ
る
食
材
が
た
く

さ
ん
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
て
い
た
だ

き
、
下
関
宣
伝
隊
の
ひ
と
り
と
し
て
幅

広
く
情
報
発
信
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
普
段
は
な
か
な
か
食
べ
ら
れ
な
い
ブ

ラ
ン
ド
食
材
が
数
多
く
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
日
常
を
忘
れ
豪
華
で
ぜ
い

た
く
な
ひ
と
時
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

究
極
の
味
わ
い
、
豪
華
に
、

ぜ
い
た
く
に
。
～
下
関
満ま

ん
か
ん
ぜ
ん
せ
き

関
善
席
～

ま
す
。
深

い
軒
の
出

や
両
脇
に

設
け
ら
れ

た
棟む

な
も
ん門
が
こ
の
門
を
風
格
あ
る
も
の

と
し
て
お
り
、
寺
院
の
正
面
を
飾
る

に
ふ
さ
わ
し
い
構
え
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　
鐘
楼
は
入い

り
も
や
づ
く
り

母
屋
造
で
、
四
周
に
跳は

ね

高こ
う
ら
ん欄（
※
２
）が
廻
り
、
下
層
に
台
形

状
の
袴

は
か
ま

腰ご
し

が
付
い
て
い
ま
す
。
山
門

同
様
、堂
々
た
る
姿
を
現
し
て
い
ま
す
。

　
２
棟
と
も
道
路
拡
幅
に
あ
た
り
、

平
成
１９
年
に
元
の
位
置
か
ら
約
３
㍍

西
に
移
築
さ
れ
、
必
要
な
保
存
修
理

が
施
さ
れ
ま
し
た
。

満関善席の一例（平家茶屋）
■問下関観光コンベンション協会☎223－1144

下関の登録有形文化財

大乗寺
山門・鐘楼

下関市長府金屋町２-４

（
※
１
）四
脚
門
＝
２
本
の
主
要
な
柱（
本

柱
）と
４
本
の
控
え
柱
で
構
成
さ
れ
る
門

（
※
２
）跳
高
欄
＝
四
隅
が
跳
ね
上
が
っ
た

形
の
手
す
り

鐘楼 大乗寺山門

しものせき

vol.５1
ナビ

※登録有形文化財…地域のシンボルとなっている建物など、特にその保存と活用が必要とされる身近
な歴史的建造物のうち、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録した建築物や土木構造物などのこと

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/

中
尾
市
長
の
似
顔
絵
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
作
品
と
、
住
所
、
氏
名（
ペ
ン
ネ
ー
ム
可
）、
電
話
番
号
を
、

広
報
広
聴
課（
〒
７５０-

８
５
２
１
市
内
南
部
町
１
番
１
号
）へ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。


