
今
回
は
菊
川
町
在
住
の
内
藤
千
尋
さ
ん
の
作
品
。
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
。

「全国コミュニティ・スクール研究大会in下関」
パネルディスカッション（８月５日市民会館）

しものせき
ナビ

vol.48
下関の登録有形文化財

中野家住宅
「主屋・納屋・土蔵・

塀・石垣」　　　　
下関市大字内日上

内日中内日中

至 菊川町至 菊川町

至 新下関至 新下関

Ｊ
Ａ
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー

中野家住宅
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地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り　

〜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
〜

こ
ん
に
ち
は
。
市
長
の
中
尾
友

昭
で
す
。
来
年
度
か
ら
、
地

域
内
分
権
の
柱
の
一
つ
で
あ

る「
住
民
自
治
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」の

取
り
組
み
が
本
格
的
に
始
ま
り
ま
す
。

お
お
む
ね
中
学
校
区
ご
と
に
地
域
の
皆

さ
ん
が
設
立
す
る「
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
」と
市
が
対
等
な
立
場
で
協
力
し
な

が
ら
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、

地
域
の
力
が
発
揮
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
す
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
の
積
極

的
な
参
加
を
期
待
し
ま
す
。

　
教
育
に
お
い
て
も
地
域
ぐ
る
み
で
取

り
組
む「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
」

を
取
り
入
れ
る
学
校
が
全
国
的
に
増
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
学
校
を
拠
点
と

し
て
、
学
校
運
営
に
地
域
の
声
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、
み
ん
な
が
つ
な
が
り
、

み
ん
な
で
子
ど
も
を
育
て
る
環
境
を
整

え
る
仕
組
み
で
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ス
ク
ー
ル
は
、
全
国
で
広
ま
り
を
見
せ
、

指
定
さ
れ
て
い
る
学
校
は
今
年
４
月
現

在
で
約
１
９
１
９
校
を
数
え
ま
す
。

　
下
関
市
で
も
、
全
て
の
小
・
中
学
校

が
指
定
を
受
け
て
、
地
域
や
学
校
の
実

情
に
合
わ
せ
た
特
色
あ
る
取
り
組
み
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
各
学
校
で
は
、
地

域
住
民
や
保
護
者
、
教
職
員
が
、「
ど
の

よ
う
な
子
ど
も
に
育
っ
て
欲
し
い
の
か
」

「
地
域
住
民
は
学
校
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
支
援
が
で
き
る
の
か
」な
ど
を
話

し
合
い
、「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校
づ

く
り
」の
実
践
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
８
月
５
日
に
は
、「
２
０
１
４
年
全
国

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
研
究
大
会

in
下
関
」が
、
下
関
市
民
会
館
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
全
国
各
地
か
ら
約
１
３

０
０
人
の
方
々
に
お
越
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。
私
も
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ

ョ
ン
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
登
壇
し
ま

し
た
。「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の

今
！
ひ
ろ
が
る
未
来
！！
」を
テ
ー
マ
に
、

他
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
意
見
を
交
わ
し
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
に
期
待
す

る
私
の
思
い
を
語
り
ま
し
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、

「
地
域
と
と
も
に
あ
る
学
校

づ
く
り
」を
進
め
る
と
と
も

に
、
地
域
住
民
の
主
体
的
な
取
り
組
み

を
生
み
出
す
仕
組
み
で
も
あ
り
ま
す
。

地
域
住
民
が
、
学
校
の
さ
ま
ざ
ま
な
教

育
活
動
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
学

校
教
育
が
よ
り
充
実
す
る
と
同
時
に
、

地
域
住
民
も
や
り
が
い
や
生
き
が
い
を

見
い
だ
し
、
地
域
の
活
性
化
、
さ
ら
に

は
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

考
え
て
い
ま
す
。
私
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
・
ス
ク
ー
ル
を「
地
域
内
分
権
の
ト
ッ

プ
ラ
ン
ナ
ー
」と
し
て
大
い
に
期
待
を

し
て
お
り
、
今
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

で
さ
ら
に
充
実
し
、
活
性
化
し
て
い
く

こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　
自
然
豊
か
な
内
日
地
区
は
、
遅
く

と
も
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
耕
地
と
し

て
開
発
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も
盆
地

特
有
の
地
形
と
豊
か
な
水
源
を
生
か

し
た
稲
作
が
盛
ん
な
地
域
で
す
。

　
狩か

ろ
う
と
や
ま

音
山
の
懐
に
抱
か
れ
た
中
野
家

は
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
主し

ゅ
お
く屋

と
納
屋
の
他
、
土
蔵
、
土
塀
、
石
垣

な
ど
が
残
り
、
こ
れ
ら
が
一
体
と
な

っ
て
農
家
の
佇た

た
ず

ま
い
を
形
成
し
て
い

ま
す
。

　
江
戸
中
期
の
建
築
と
さ
れ
る
納
屋

は
、「
船せ

が
い
づ
く
り

枻
造
」と
い
う
、
本
来
は
庄

屋
な
ど
限
ら
れ
た
階
層
の
住
ま
い
に

し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
軒
の
つ
く
り

に
特
徴
が

あ
り
ま
す
。

軒
裏
の
桁

や
小
天
井

を
腕
木
が

支
え
る
造
り
で
、
和
船
の
櫓ろ

を
漕
ぐ

場
所
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
庭
に
面
し
て
８
畳
の
座
敷
を
持
つ

主
屋
は
、
奥
行
の
浅
い
床と

こ

や
室
内
の

様
子
か
ら
、
江
戸
後
期
の
建
築
と
さ

れ
ま
す
。
改
造
が
少
な
く
、
県
内
の

村
役
人
層
の
住
宅
に
18
世
紀
末
ご
ろ

定
着
し
た
と
さ
れ
る「
整
形
六
間
取

り
」の
平
面
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
は
鉄
板
で
覆
わ
れ
て
い
る
主

屋
と
納
屋
の
屋
根
の
下
に
は
篠し

の（
茅か

や

）

が
残
さ
れ
て
お
り
、
以
前
の
様
子
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※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 6平成26年９月号


