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萼
がく
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（２）

　
自
然
豊
か
な
萩
。
椿
や
桜
を
は
じ
め

と
し
て
、
萩
に
は
多
く
の
花
の
名
所
が

あ
り
ま
す
。
今
回
、
そ
の
花
々
の
紹
介

が
「
萩
・
花
ご
よ
み
’99
萩
の
見
ど
こ

ろ
案
内
」と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
ツ
バ
キ
」か
ら「
ツ
ワ
ブ
キ
」ま
で
、

９
種
類
の
花
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

花
の
見
頃
や
見
ど
こ
ろ
が
記
入
し
て
あ

り
、
い
つ
・
ど
こ
で
・
ど
ん
な
花
が
咲

く
の
か
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
、
萩
に
咲
く
美
し
い
花
々

を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

萩
・
花
ご
よ
み
’99

萩
の
見
ど
こ
ろ
案
内

花木名 花の見頃 見どころ

椿
つばき 12 月下旬〜３月下旬

■笠山椿群生林：約 10ha の規模で 25000
本のやぶ椿が群生する

梅
うめ ２月上旬〜２月下旬

■萩往還梅林園：白梅、紅梅など約 250 本
■大照院：梅の古木がある

菜
な の は な

の花 ３月下旬〜４月上旬
■萩有料道路沿線：約３ha にわたり広がる
菜の花畑。その他市内各所に点在

桜
さくら ３月下旬〜４月上旬

■萩城跡指月公園：ソメイヨシノ約 600 本、
ミドリヨシノ１本　■南明寺：イトザクラ

牡
ぼ た ん

丹 ４月中旬〜４月下旬
■萩城跡指月公園：約 600 株の牡丹園。開
花時には約 4000 の花が一斉に咲く

躑
つ つ じ

躅 ４月下旬〜５月上旬
■萩城跡指月公園：ヒラドツツジ　■石彫
公園：キリシマツツジ　■東光寺

夏
な つ み か ん

蜜柑 ５月上旬〜５月中旬
■萩市内全域：開花時期には市内中が甘酸っ
ぱい香りに包まれる

萩
はぎ ８月中旬〜９月下旬

■河添河川公園：約 5000 株。その他、橋
本川沿い、萩城跡指月公園など

石
つ わ ぶ き

蕗 10 月中旬〜11 月中旬
■萩城跡指月公園：公園内に約 5000 株。
奥萩本陣の庭園にも多くの花が咲き乱れる

　

花
見
情
報

　
今
年
も
３
月
19
日
（
予
定
）
か
ら
１

か
月
間
、
萩
の
桜
の
名
所
、
萩
城
跡
指

月
公
園
の
歩
道
沿
い
に
観
桜
用
の
照
明

（
ぼ
ん
ぼ
り
）
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

　
帰
省
の
折
り
、
懐
か
し
い
仲
間
た
ち

と
美
し
い
夜
桜
の
下
で
花
見
を
楽
し
ん

で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

指月公園の桜

萩・花ごよみ ’99　萩の見どころ案内

　
萩
地
方
の
代
表
的
地
場
産
品
で
あ
る

地
酒
と
北
浦
の
鮮
魚
・
水
産
加
工
品
等

を
広
く
Ｐ
Ｒ
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

と　

き　

３
月
20
日
（
土
）
午
後
３
時

〜と
こ
ろ　
千
春
楽
別
館
味
楽
亭（
堀
内
）

内　
容

①
き
き
酒
競
技
会

５
種
類
の
お
酒
を
香
り
や
味
で
識
別
す

る
競
技
で
す
。

②
萩
の
酒
と
肴
を
楽
し
む
会

萩
な
ら
で
は
の
新
酒
と
新
鮮
な
瀬
付
き

ア
ジ
や
ア
マ
ダ
イ
、
し
ろ
魚
な
ど
の
肴

を
楽
し
み
な
が
ら
の
交
流
会
で
す
。

③
清
酒
展
示
・
Ｐ
Ｒ

　
萩
の
酒
の
展
示
な
ど
を
行
い
ま
す
。

会　
費　
３
０
０
０
円
（
誰
で
も
参
加

自
由
、
女
性
の
参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。）

問
い
合
わ
せ　

萩
市
商
工
課

（
０
８
３
８・２
５・３
１
３
１
）
へ

　

今
年
で
19
回
目
の
「
し
ろ
魚
ま
つ

り
」。
早
春
を
告
げ
る
し
ろ
魚
を
満
喫

で
き
る
い
ろ
い
ろ
な
行
事
が
一
杯
で

す
。

　

ぜ
ひ
萩
な
ら
で
は
の
春
の
味
覚
を
、

皆
さ
ん
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

と　

き　

３
月
14
日
（
日
）　

午
前
９

時
30
分
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　
Ｊ
Ｒ
東
萩
駅
前
広
場
ほ
か

■
イ
ベ
ン
ト
内
容

①
ま
つ
り
広
場

内　
容　
も
ち
ま
き
大
会
ほ
か

時　
間　
午
前
10
時
〜

②
四
ツ
手
網
体
験

会　
場　
松
本
川
（
萩
橋
の
下
）

時　
間　
午
前
９
時
〜
午
後
３
時

料　
金　
１
５
０
０
円
（
体
験
者
に
し

ろ
魚
１
袋
プ
レ
ゼ
ン
ト
）

③
し
ろ
魚
グ
ル
メ

内　
容　
お
ど
り
食
い（
無
料
）、雑
炊・

う
ど
ん
・
し
ろ
魚
弁
当
（
有
料
）

伝統のしろ魚四ツ手網漁

こ
れ
か
ら
の
萩
は　

イ
ベ
ン
ト
一
色
！

さ
あ
、
出
か
け
よ
う
！　

春
色
の
萩
の
ま
ち
へ
! !

し
ろ
魚
ま
つ
り

萩
の
春
の
味
覚

時　
間　
午
前
９
時
30
分
〜

④
し
ろ
魚
即
売

料　
金　
し
ろ
魚
１
袋
１
０
０
０
円

⑤
屋
台

内　

容　

花
市
場
、
軽
食
、
特
産
品
販

売時　
間　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

問
い
合
わ
せ　

萩
市
観
光
協
会

（
０
８
３
８・２
５・１
７
５
０
）
へ

　
萩
に
も
、
い
よ
い
よ
春
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
春
の
訪
れ
と
と
も
に
、
萩
で
は
今
年
も
魅
力

的
な
イ
ベ
ン
ト
を
用
意
し
て
、
皆
さ
ん
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
さ
あ
、
あ
な
た
も
ふ
る
さ
と
萩
の
春
を
満
喫
し
に
帰
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

萩
・
椿
ま
つ
り

萩
の
酒
ま
つ
り

と　
き　
３
月
22
日
（
振
休
）
ま
で　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

と
こ
ろ　
笠
山
椿
群
生
林
（
萩
市
越
ケ

浜
虎
ケ
崎
）

■
期
間
中
の
毎
週
土
・
日
曜
日
に
実
施

椿
見
ど
こ
ろ
案
内
人
＝
椿
群
生
林
を
散

策
す
る
人
の
た
め
の
無
料
ガ
イ
ド

特
産
品
販
売
＝
萩
の
特
産
品
を
販
売
。

飲
食
店
も
あ
り
ま
す

■
抹
茶
席
（
椿
群
生
林
内
）

３
月
21
日
（
日
）、
22
日
（
振
休
）

■
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

　

毎
週
日
曜
日
に
は
、

萩
の
郷
土
芸
能
な
ど
の

ス
テ
ー
ジ
を
催
し
ま
す

３
月
７
日
（
日
）
＝
猿

回
し

３
月
14
日
（
日
）・
21

日
（
日
）・
22
日
（
振
休
）
＝
郷
土
芸

能
披
露

■
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス

　
明
神
池
上
か
ら
会
場
ま
で
を
シ
ャ
ト

ル
バ
ス
が
随
時
無
料
運
行
し
ま
す

問
い
合
わ
せ　

萩
市
観
光
課

（
０
８
３
８・
２
５・
３
１
３
１
内
線

２
７
５
）



「萩市笠山・椿群生林
ガイド」ができました

（３）

　

萩
市
大
屋
に
は
、
藩
政
時
代
の
刑

場
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。
２
４
０
年

前
の
宝
暦
９
年
（
１
７
５
９
）、
こ
こ

で
日
本
初
の
女
体
解
剖
が
行
わ
れ
、

現
在
こ
の
地
に
は「
栗
山
孝
庵（
献
臣
）

女
体
屍し
た
い体

腑ふ
わ
け分

之
跡
」
と
彫
ら
れ
た

石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。

　

栗
山
孝
庵
献
臣
は
享
保
16
年

（
１
７
３
１
）
萩
の
米
屋
町
に
、
藩
医

栗
山
孝
庵
之
経
の
３
男
と
し
て
生
ま

れ
、
11
歳
の
時
父
が
没
し
た
た
め
家

を
継
ぎ
ま
す
。

　

天
明
４
年
（
１
７
８
４
）
京
都
に

上
が
り
、
そ
こ
で
生
涯
の
師
と
な
る

山や
ま
わ
き脇

東と
う
よ
う洋

に
学
び
ま
す
。
後
に
長
崎

に
遊
学
、
そ
こ
で
オ
ラ
ン
ダ
の
人
体

解
剖
図
を
見
て
西
洋
の
医
学
に
対
す

る
関
心
を
深
め
て
い
き
ま
す
。
宝
暦

４
年
（
１
７
５
４
）
２
月
、
東
洋
が

京
都
の
獄
舎
で
我
が
国
初
の
学
術
的

人
体
解
剖
を
行
い
、
そ
の
所
見
を
ま

と
め
宝
暦
９
年
に
「
蔵
志
」
と
題
し

た
解
剖
書
を
刊
行
し
ま
す
。
孝
庵
に

も
事
前
に
そ
の
一
部
が
送
ら
れ
て
お

り
、
彼
も
解
剖
の
機
会
を
待
ち
ま
す
。

HAGI・Anything is best in Japan

◯
次
回
の
「
は
ぎ
・
な
ん
で
も
日

本
一
」
で
は
、
元
気
な
島
・
大
島

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

な
ん
で
も

ぎ

日
本
一
！

第
５
回　

日
本
最
初
の
女
体
解
剖
を
し
た
医
家　

栗く
り
や
ま山
孝こ

う
あ
ん庵

は

　

宝
暦
８
年
（
１
７
５
８
）
３
月
、

萩
の
手ち
ょ
う
ず
が
わ

洗
川
刑
場
で
、
同
志
の
熊く

ま
の野

玄げ
ん
し
ゅ
く
宿
ら
と
共
に
男
性
の
遺
体
の
解
剖

を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
翌
９
年
６
月
21

日
、
磔
刑
に
処
さ
れ
る
女
性
が
い
る
こ

と
か
ら
藩
に
請
願
、
こ
れ
を
藩
が
受
け

入
れ
て
斬
首
に
切
り
替
え
、
日
本
最
初

の
女
体
解
剖
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

女体解剖の碑

孝庵の墓（萩市保福寺）

（
１
７
６
７
）
７
代
藩
主
重し
げ
な
り就

の
侍
医

と
な
り
、
江
戸
へ
も
赴
き
、
平
賀
源
内

や
杉
田
玄
白
ら
と
も
交
友
が
あ
り
ま
し

た
。
特
に
「
解
体
新
書
」
を
刊
行
し
た

玄
白
と
は
、
互
い
に
尊
敬
し
合
い
、
友

情
で
結
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
天

明
７
年
（
１
７
８
７
）
に
は
、
養
孫

幸こ
う
あ
ん庵ら
後
継
者
の
た
め
３
度
目
の
解
剖

を
萩
で
行
い
ま
し
た
。

　
寛
政
３
年（
１
７
９
１
）11
月
16
日
、

萩
の
地
で
61
歳
で
没
し
ま
す
。

　
孝
庵
の
３
度
の
解
剖
は
、
長
州
藩
の

ま
し

た
。

　
孝

庵
は

明
和

４
年

　

椿
ま
つ
り
の
会

場
で
も
あ
る
笠
山

に
あ
る
椿
群
生
林

は
、
全
国
有
数
の

椿
の
名
所
と
し
て

整
備
さ
れ
、
ツ
バ

キ
愛
好
者
や
観
光

客
の
眼
を
楽
し
ま

せ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で

椿
群
生
林
の
歴
史

的
背
景
や
樹
形
、
花
の
種
類
な
ど

の
楽
し
み
方
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド

的
な
本
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
の
度
、
萩
ツ
バ
キ
協
会
と
萩
・

花
ご
よ
み
実
行
委
員
会
、
萩
市
に

よ
っ
て
「
萩
市
笠
山
・
椿
群
生
林

ガ
イ
ド
」
が
制
作
さ
れ
ま
し
た
。

ガ
イ
ド
は
18
ペ
ー
ジ
全
16
項
目
で
、

群
生
林
の
で
き
た
背
景
や
様
々
な

種
類
の
花
の
紹
介
、
七
不
思
議
な

ど
が
掲
載
さ
れ
、
こ
れ
１
冊
で
萩

の
椿
群
生
林
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
「
萩
・
椿
ま
つ
り
」
期
間
中
は
、

会
場
に
て
１
部
２
０
０
円
で
販
売

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
萩
市
の
観
光

課
花
と
緑
の
推
進
室
で
も
販
売
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

Ｇ
Ｗ
恒
例
の
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た

「
萩
焼
ま
つ
り
」
も
、
今
年
で
９
回
目
。

「
土
と
生
命
の
炎
が
織
り
な
す
陶
芸
の

祭
典
」
へ
ぜ
ひ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

と　
き　
５
月
１
日
（
土
）
〜
５
日
（
祝
）

と
こ
ろ　
萩
市
民
体
育
館
ほ
か

内　
容　
萩
焼
即
売
（
萩
焼
窯
元
・
販

売
店
に
よ
る
即
売
会
）、
ロ
ク
ロ
実
演

と
作
陶
指
導
（
当
日
受
付
・
有
料
）
ほ

か問
い
合
わ
せ　

萩
商
工
会
議
所

内
萩
焼
ま
つ
り
実
行
委
員
会

（
０
８
３
８・２
５・３
３
３
３
）
へ

第
９
回　
萩
焼
ま
つ
り

萩
・
夏
み
か
ん
ま
つ
り

牡
丹
・
つ
つ
じ
ま
つ
り

萩
・
大
茶
会

　

毛
利
の
お
殿
さ
ま
も
愛
さ
れ
て
い

た
、
萩
の
茶
の
湯
の
文
化
を
、
今
に
伝

え
る
「
萩
・
大
茶
会
」
が
今
年
も
盛
大

に
開
催
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
３
日（
祝
）〜
４
日（
振

休
）

と
こ
ろ　
萩
城
跡
指
月
公
園
、
旧
厚
狭

毛
利
家
萩
屋
敷
長
屋

お
茶
券　

セ
ッ
ト
券
＝
２
０
０
０
円

※
萩
焼
ま
つ
り
、
萩
・
大
茶
会
は
会
場

で
車
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

萩
市
役
所
前
か
ら
で
る
無
料
シ
ャ
ト
ル

バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

（
薄
茶
４
席
）、
１
席
券

＝
６
０
０
円
（
当
日
は

１
席
券
の
み
６
５
０
円
）

※
遠
方
の
方
は
郵
送
で

も
購
入
で
き
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ　

萩
市

観
光
課
内
萩
・
大

茶
会
実
行
委
員
会

４〜５月のイベント情報

　

萩
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
「
夏
み
か

ん
」。
真
っ
白
い
花
を
咲
か
せ
、
市
内

は
甘
酸
っ
ぱ
い
香
り
に
包
ま
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
９
日
（
日
）

と
こ
ろ　
萩
城
跡
指
月
公
園

内　
容　
夏
み
か
ん
物
産
市
（
菓
子
・

加
工
品
・
ジ
ュ
ー
ス
等
の
販
売
）、
ほ

か問
い
合
わ
せ　

牡
丹
・
つ
つ
じ
ま
つ

り
、
萩
・
夏
み
か
ん
ま
つ
り
に
関

し
て
く
わ
し
く
は
、
萩
市
観
光
課

　
萩
城
跡
に
は
美
し
い
花
を
つ
け
た
牡

丹
や
つ
つ
じ
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

と　
き　
４
月
17
日
（
土
）・
18
日
（
日
）

と
こ
ろ　
萩
城
跡
指
月
公
園
ほ
か

内　
容　
牡
丹
の
即
売
ほ
か



「
見
事
で
あ
っ
た
」
の
一
言
が
発
せ
ら
れ
た

だ
ろ
う
。

　

こ
の
藩
主
の
言
動
が
少
年
松
陰
と
そ
の

叔
父
の
異
例
の
名
誉
に
な
っ
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。

　

評
判
は
た
ち
ま
ち
城
下
と
周
辺
に
広

が
っ
た
ら
し
い
。
松
陰
の
甥お
い

で
後
に
吉
田

家
を
継
ぐ
吉
田
庫く
ら
ぞ
う三

の
書
い
た
も
の
な
ど

ほまれの講義、慚
ざ ん き

愧に堪
た

うるなし

（４）

吉田松陰と毛利敬親　第２回

松陰と敬親、運命の出会いとなった御前講義
（山口県教育会「松陰読本」から）

萩・明倫小学校の資料展示室にお
かれている吉田松陰のブロンズ像

　長州藩をして明治維新を主導させた源流は吉田松陰（1830 − 1859）
にある。その松陰という人物を生み出すのに預かって力あったのが、藩主・
毛利敬

たかちか
親（1819 − 1871）その人だった。二人の運命的ともいえる最初

の出会いが、あの " ほまれの講義”である。家学を講じた松陰、時に 11 歳。
聴く敬親 22 歳。ともに曇りない精神の持ち主で、若い藩主は率直に少
年の秀才を誉めた。松陰は強く励まされるが、自分はほまれにあたいし
ないと恥じ、藩主への心理的な借りの始まりともなった。

　
家
学
の
兵
書
を
「
孫そ
ん
し子
」
で
生
か
す

　

大
次
郎
は
誰
が
教
え
て
い
る
の
か

　

年
少
に
し
て
虚き
ょ
よ誉
を
え
る

　

ほ
ま
れ
の
背
後
に
天
保
の
改
革　

な
く
誉
め
ら
れ
誤
っ
た
ほ
ま
れ
を
受
け
た
の
だ
と
告

白
し
て
い
る
。

　
こ
の
御
前
講
義
の
行
わ
れ
た
の
は
敬
親
が
２
回
目

の
お
国
入
り
を
し
た
天
保
11
年
（
１
８
４
０
）
だ
が
、

月
日
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
場
所
は
萩
城
本
丸
の
御

対
面
の
間
。
当
時
、
大
次
郎
と
呼
ば
れ
た
松
陰
は
今

で
い
え
ば
小
学
４
年
生
で
し
か
な
い
。
な
り
も
小
柄

だ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
い
か
に
も
幼
い
。

　
と
こ
ろ
が
、こ
の
小
し
ょ
う
ど
う

童
が
山や
ま
が
り
ゅ
う

鹿
流
兵
学
の
教
典
「
武

教
全
書
」
戦
法
編
の
「
三
戦
の
事
」
を
講
じ
始
め
る

と
敬
親
は
じ
め
居
並
ぶ
大
人
た
ち
は
息
を
の
み
驚
き

を
隠
せ
か
っ
た
。
臆お
く

し
た
よ
う
す
も
な
く
、
子
供
ら

し
い
よ
く
響
く
声
で
子
供
と
は
お
も
え
ぬ
こ
と
を
よ

ど
み
な
く
語
っ
て
い
く
。
ま
さ
に
敬
親
ら
を
感
嘆
さ

せ
た
の
は
講
義
の
内
容
だ
っ
た
は
ず
だ
。
今
、
こ
の

時
の
講
義
録
は
「
吉
田
松
陰
全
集
」（
大
和
書
房
版
）

第
１
巻
の
巻
頭
に
「
武
ぶ
き
ょ
う
ぜ
ん
し
ょ
こ
う
し
ょ
う

教
全
書
講
章
」
と
し
て
あ
る
。

講
義
の
最
初
に
少
年
松
陰
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

　
「
こ
の
『
武
教
全
書
・
戦
法
』
は
場
所
に
応
じ
て

戦
う
作
法
は
教
え
て
い
る
が
、
全
く
勝
つ
べ
き
術
に

は
言
及
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、こ
の
編
で
は『
孫
子
』

の
軍
形
・
兵
勢
あ
た
り
の
編
の
意
味
を
と
り
、
全
く

勝
つ
べ
き
理
を
説
い
て
戦
法
と
な
し
た
の
で
あ
る
」

　
師
匠
で
あ
る
叔
父
、
玉
木
文
之
進
の
全
面
的
な
指

導
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
早
く
も
こ
こ
に
松
陰
の
学

問
に
取
り
組
む
基
本
的
な
姿
勢
が
出
て
い
る
。
そ
れ

は
聖せ
い
け
ん賢

に
お
も
ね
ら
ず
、
先せ
ん
け
ん賢

の
教
え
に
と
ら
わ
れ

ず
、
真
に
役
に
立
つ
実
学
を
創
出
す
る
と
い
う
も
の

だ
。

　
こ
れ
は
家
の
学
を
後ご
し
ょ
う
だ
い
じ

生
大
事
と
す
る
並
の
兵
学
者←

←

←

←

←
に
よ
る
と
、
杉
家
に
は
門
人
や
知
人
、
親
戚
が
か
わ

る
が
わ
る
お
慶よ

ろ
こび
に
訪
れ
た
と
い
う
。

　
ち
な
み
に
、
吉
田
松
陰
は
生
涯
、
実
家
で
あ
る
杉

家
で
生
活
し
、
本
人
の
感
覚
も
杉
家
の
子
だ
っ
た
。

　

先
ほ
ど
の
吉
田
庫
三
も
こ
の
『
ほ
ま
れ
の
講
義
』

を
「
松
陰
が
十
一
の
時
、
進し
ん
こ
う講

し
て
藩
主
に
神
童
と

認
め
ら
れ
た
が
始
め
で
」
と
誇
ら
し
げ
に
書
い
て
い

る
。
だ
が
、
松
陰
自
身
の
気
持
ち
は
お
よ
そ
誇
ら
し

さ
や
喜
び
と
は
無
縁
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　
後
年
、
彼
は
こ
の
時
の
心
境
を
「
益
田
弾
正
君
に

上た
て
ま
つ
　る
書
」
の
中
で
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

　
「
僕
、
年
は
じ
め
て
十
一
、
実
に
始
め
て
進
講
し
対

面
せ
し
も
、
童ど
う
ち稚

な
に
を
か
弁わ
き
まえ

ん
、
す
な
わ
ち
憐

れ
み
を
賢
明
に
取
る
。
退
く
や
恐
き
ょ
う
し
ょ
う
じ
く
じ

悚
忸
怩
、
身
を
お

く
に
所
な
か
り
き
」

　
松
陰
の
文
章
は
難
し
い
の
が
玉
に
瑕き
ず
だ
が
、
大
意

を
と
れ
ば
、
11
歳
で
初
め
て
藩
主
公
に
進
講
し
た
が
、

幼
い
子
供
の
こ
と
で
何
も
わ
か
ら
ず
、
賢
明
な
殿
が

憐
れ
ん
で
誉
め
て
下
さ
っ
た
。
体
の
震
え
る
ほ
ど
恥

ず
か
し
く
、
身
の
お
き
ど
こ
ろ
が
な
か
っ
た
、
と
な

る
だ
ろ
う
か
。
同
じ
上
書
に
「
僕
、年
少
に
し
て
過
っ

て
虚
誉
を
獲
た
る
も
実
に
材
学
な
し
」
と
、
実
力
も

　
実
は
、
彼
が
い
た
く
藩
主
の
賞
賛
を
う
け
た
御
前

講
義
は
、単
な
る
太た
い
へ
い
じ

平
時
の
『
ご
進
講
』で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
天
保
11
年
は
事
実
上
前
年
に
開
戦
し
た
ア

ヘ
ン
戦
争
の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
、
敬
親
が
村
田

清
風
を
起
用
し
た
長
州
藩
天
保
の
改
革
が
待
っ
た
な

し
で
始
ま
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
改
革
の
柱
で
あ

り
同
時
に
成
否
の
カ
ギ
を
に
ぎ
る
の
が
文
武
の
興
隆

で
あ
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
深
く
認
識
す
る
藩
主
敬
親
が
、
国
入

り
の
つ
ど
藩
校
明
倫
館
の
教
授
た
ち
の
実
力
を
、
み

ず
か
ら
試
し
て
い
た
親し
ん
し試

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
年
少
な
が
ら
末
た
の
も
し
い
人
材
を
見
出

し
た
敬
親
の
喜
び
は
大
き
か
っ
た
の
だ
。

　

以
後
、
敬
親
は
松
陰
に
と
く
べ
つ
目
を
か
け
る
。

４
年
後
の
親
試
で
は
家
学
の
ほ
か
特
に
命
じ
た
「
孫

子
」
の
講
釈
に
た
い
へ
ん
感
服
し
、
褒ほ
う
び美
に
中
国
の

兵
法
解
釈
書
「
七
し
ち
し
ょ
ち
ょ
っ
か
い

書
直
解
」
14
巻
を
与
え
た
。

　
こ
の
時
も
「
朋
友
親
戚
、
ま
ま
艶
え
ん
し
ょ
う
称
し
て
ほ
ま
れ



（５）

文武を奨励し質素を心がけた
藩主敬親が着用した木綿紋服

（萩市郷土博物館蔵）

に
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
の
秀
才
に
言
え
る

こ
と
で
は
な
い
。
講
義
が
す
む
と
、
敬
親
は
侍じ
し
ん臣
に

尋
ね
る
。「
大
次
郎
こ
と
兼
ね
て
文
学
は
何な
に
が
し某

教
導

す
る
や
」
と
。
松
陰
の
実
兄
・
杉
民み
ん
じ治

が
「
松
陰
年

譜
草
稿
」
に
伝
え
る
言
葉
だ
が
、
当
然
こ
の
前
に
は←

　
農
業
と
地
球
環
境
の
変
動
に
か
か
わ

る
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
た
め
、

こ
の
と
こ
ろ
多
く
の
国
を
訪
れ
る
機
会

に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
に
変
化

す
る
美
し
い
空
、
満
天
に
き
ら
め
く
星

雲
、
ま
ぶ
し
い
純
白
の
雪
に
覆
わ
れ
た

山
脈
、太
陽
光
に
き
ら
め
く
広
大
な
海
、

濡
れ
た
よ
う
に
黒
く
光
る
緑
の
森
、
不

気
味
に
光
る
凍
て
つ
く
ハ
イ
ウ
エ
ー
、

息
ぐ
る
し
い
ま
で
の
新
緑
に
溢
れ
た
プ

ラ
タ
ナ
ス
の
並
木
路
、
真
夏
の
夕
陽
に

栄
え
る
山
々
、
わ
び
し
そ
う
に
風
に
吹

か
れ
て
い
る
収
穫
の
終
わ
っ
た
ブ
ド
ウ

樹
の
葉
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　
な
か
で
も
、
本
の
編
集
の
た
め
滞
在

し
た
ロ
ッ
キ
ー
山
脈
で
の
山
小
屋
生
活

は
、
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
と
き
お

り
作
業
の
合
間
を
み
て
、
あ
ざ
や
か
な

羽
毛
を
も
ち
空
中
に
停
止
で
き
る
ハ
ミ

ン
グ
バ
ー
ド
（
は
ち
ど
り
）
に
砂
糖
水

を
や
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
一
寸
の

間
、
ハ
ミ
ン
グ
バ
ー
ド
が
私
の
指
先
に

停
ま
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
瞬
間
、

私
は
、
ど
ん
な
名
誉
あ
る
賞
よ
り
も
、

一
層
名
誉
あ
る
な
に
も
の
か
を
ハ
ミ
ン

グ
バ
ー
ド
か
ら
与
え
ら
れ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
イ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

は
、
ブ
ッ
ダ
が
そ
の
下
で
悟
り
を
開
い

た
と
い
わ
れ
る
バ
ン
ヤ
ン
の
樹
に
出
会

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
一
本
の

大
き
な
樹
の
周
り
に
は
、
多
く
の
生
命

が
共
存
し
て
い
ま
し
た
。
ア
ブ
や
ハ
チ

の
類
は
休
み
な
く
花
の
蜜
を
吸
い
、
イ

ン
コ
や
ハ
ト
の
類
は
騒
々
し
く
木
の
実

を
つ
い
ば
み
、
リ
ス
や
孔
雀
の
類
は
餌

を
求
め
て
樹
下
を
闊
歩
し
、
ひ
と
び
と

は
、
時
間
と
は
無
縁
と
い
っ
た
ふ
う
に

樹
下
に
涼
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
一
本

の
樹
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
多
く
の
生
命

と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
豊
か
な
地
球
環

境
が
い
ま
な
お
健
在
で
あ
る
こ
と
の
証

な
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
健
全
で
あ

る
べ
き
は
ず
の
環
境
が
、
脆
く
も
崩
壊

し
つ
つ
あ
る
場
面
に
も
多
く
で
く
わ
し

ま
し
た
。

　

ド
イ
ツ
の
バ
ヴ
ァ
リ
ア
地
方
の
町

か
ら
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
を
目
指
し

て
北
上
し
た
と
き
見
た
も
の
は
、
土

壌
浸
食
に
よ
る
赤
肌
を
呈
し
た
こ
の
地

の
山
々
で
し
た
。
地
球
生
命
圏
ガ
イ
ア

の
悲
鳴
が
聞
こ
え
る
よ
う
で
し
た
。
ス

ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
近
郊
都
市
シ
グ
チ
ュ

ナ
で
は
、
凍
て
つ
く
冬
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
市
内
の
湖
水
は
風
に
揺
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
地
球
の
温
暖
化
が
み

ご
と
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
真
夏

の
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
は
、
強
烈
な
紫
外
線

に
で
く
わ
し
皮
膚
を
ひ
ど
く
焼
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
が

着
実
に
進
行
し
て
い
る
の
で
す
。
バ
ン

コ
ッ
ク
や
台
湾
で
は
、
自
動
車
の
排
気

ガ
ス
か
ら
の
攻
撃
を
避
け
る
た
め
に
、

ひ
と
び
と
は
マ
ス
ク
を
常
用
し
て
い
ま

し
た
。
恐
る
べ
き
大
気
汚
染
が
ひ
と
び

と
を
蝕
ん
で
い
る
の
で
す
。
世
界
の
い

た
る
と
こ
ろ
で
、
大
地
と
大
気
の
悲
鳴

が
聞
こ
え
て
い
ま
す
。

と
き
お
り
帰
省
す
る
わ
れ
わ
れ
を
大
き

く
包
み
込
み
、
わ
れ
わ
れ
に
再
び
豊
か

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
提
供
し
て
く
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
萩
の
自
然
が
、
萩
に
住

み
つ
づ
け
て
い
る
「
ひ
と
び
と
」
の
思

い
と
共
生
し
て
提
供
し
て
く
れ
る
生
き

る
こ
と
へ
の
喜
び
に
関
す
る
何
か
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
故
郷
を
離
れ
た
わ

た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
萩
は
「
母
」
で

あ
り
「
不
滅
」
な
の
で
す
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ク
市
は
、
環
境
を

保
全
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
市
民
が
一

体
と
な
っ
て
こ
れ
に
協
力
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
町
で
す
。
萩

市
が
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
市
町
村
に
先

だ
っ
て
、
地
球
環
境
を
保
全
す
る
た
め

の
モ
デ
ル
都
市
に
で
も
な
れ
ば
、
そ
れ

は
そ
れ
で
感
激
の
一
言
に
尽
き
る
の
で

す
。

　ズーム
　 アップ  
　
今
回
は
、
昨
年
地
球
環
境
の
研
究
で
優
れ
た
功
績
を
上
げ
た
専
門
家
を

た
た
え
る
ユ
ア
ン
・
テ
ィ
ー
・
リ
ー
国
際
賞
を
受
賞
さ
れ
た
、
陽
捷
行
さ

ん
に
、
豊
か
で
あ
る
は
ず
の
地
球
の
現
状
と
、
市
民
が
一
体
と
な
っ
た
環

境
保
全
の
街
づ
く
り
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

農
林
水
産
省
農
業
環
境
技
術
研
究
所
企
画
調
整
部
長

陽み
な
み　

捷か
つ
ゆ
き

行
氏

豊
か
で
あ
る
は
ず
の
地
球
は
今

環
境
保
全
の
街
づ
く
り

（
萩
高
14
期
卒
）

　

１
９
４
３
年
萩
市
生
ま
れ
、

１
９
７
１
年
東
北
大
学
大
学
院
農
学
研

究
科
博
士
課
程
修
了
、
１
９
７
７
年
米

国
ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学
客
員
教
授
を
経

て
１
９
９
７
年
農
林
水
産
省
農
業
環
境

技
術
研
究
所
企
画
調
整
部
長

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

と
な
す
者
あ
り
、
慚ざ
ん
き愧

に
堪た

う
る
な
し
」
と
強
く
恥

じ
入
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
何
と
し
て
で
も
こ
の

藩
主
の
愛
顧
に
む
く
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

松
陰
生
涯
の
課
題
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。（
つ
づ

く
）　　
（
元
毎
日
新
聞
編
集
委
員　
北
村　
知
紀
）

　
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
を
育
ん
で
く
れ

た
「
自
然
の
母
」
で
あ
る
「
萩
」
は
ど

う
な
の
で
し
ょ
う
。
風
景
と
し
て
見
る

か
ぎ
り
、病
ん
で
は
い
な
い
よ
う
で
す
。



（６）

　
萩
市
出
身
の
政
治
家
・
桂
太

郎
の
旧
宅
（
萩
市
川
島
）
が
平

成
９
年
12
月
に
所
有
者
の
川
島

町
内
会
か
ら
萩
市
に
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
。

　

桂
太
郎
の
子
孫
か
ら
昭
和
23
年

（
１
９
４
８
）
に
当
時
の
川
島
村
親
睦

会
に
寄
贈
さ
れ
、
川
島
町
内
会
が
管
理

し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
建
築
後
90
年
近
く
経
過
し

て
老
朽
化
し
た
う
え
、
最
近
旧
湯
川
家

の
一
般
公
開
な
ど
藍
場
川
周
辺
が
観
光

ス
ポ
ツ
ト
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る

こ
と
か
ら
、
桂
太
郎
生
誕
１
５
０
周
年

を
迎
え
た
の
を
機
に
、
文
化
財
と
し
て

管
理
、
活
用
し
て
も
ら
お
う
と
町
内
会

か
ら
市
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

　
桂
太
郎
は
、
首
相
と
し
て
日
英
同
盟

や
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
、
日
韓
併
合
条
約

締
結
な
ど
に
当
た
っ
た
ほ
か
、
拓
殖
大

学
の
創
立
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
平
成
12
年
（
２
０
０
０
）
の
拓
殖

大
学
創
立
１
０
０
年
に
向
け
て
、市
民・

観
光
客
に
開
か
れ
た
文
化
財
と
し
て
萩

の
新
し
い
名
所
が
誕
生
し
ま
す
。 

桂太郎旧宅の整備進む

春
か
ら
の
一
般
公
開
に
向
け
て

　

こ
れ
は
、
萩
市
が
、
新
市
立
病
院
、

高
齢
者
保
健
福
祉
複
合
施
設
と
２
施
設

が
整
備
さ
れ
る
地
区
全
体
の
名
称
募
集

を
行
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
応
募
総
数

は
１
０
７
通
で
、
地
区
全
体
の
名
称
が

１
０
２
件
、
市
立
病
院
が
94
件
、
複
合

施
設
１
０
４
件
で
し
た
。

　

審
査
の
結
果
、
次
の
皆
さ
ん
の
応
募

作
品
に
決
定
し
ま
し
た
（
敬
称
略
）。

■
地
区
全
体

名　
称　
萩
・
健
康
維
新
の
里

受
賞
者　

萩
市
見
島
・
堀
裕
明
（
見
島

中
学
校
３
年
）

■
新
市
立
病
院
（
応
募
者
多
数
の
た
め

抽
選
）

名　
称　
萩
市
民
病
院

受
賞
者　
萩
市
川
島・薮
木
照
子
（
60
歳
）

■
複
合
施
設

名　
称　
萩
・
福
祉
複
合
施
設
か
が
や
き

受
賞
者　

横
浜
市
都
筑
区
・
網
屋
正
子

（
48
歳
）

　

名
称
が
決
定
！
萩
市
の
健
康
と
福
祉
の
拠
点

　
地
区
全
体
「
萩
・
健
康
維
新
の
里
」、
新
市
立
病
院
「
萩
市

　
民
病
院
」、
複
合
施
設
「
萩
・
福
祉
複
合
施
設
か
が
や
き
」

　
こ
れ
ま
で
に
、
本
誌
で
も
紹
介
し
て
き
ま
し
た
萩
市
椿
地
区
に
建
設
中
の
新
市

立
病
院
の
名
称
が
決
定
し
ま
し
た
。
新
市
立
病
院
は
、
平
成
12
年
４
月
の
開
院
を

目
指
し
て
建
設
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
萩
・
福
祉
複
合
施
設
か
が
や
き
」
の

建
設
工
事
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
２

月
17
日
に
は
、
野
村
市
長
を
は
じ
め
関

係
者
約
50
名
が
出
席
し
て
、
建
設
予
定

地
で
安
全
祈
願
祭
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◯萩・健康維新の里
　所在地　萩市大字椿字門田（大照院前）
　開　設　平成 12 年４月（予定）
　総事業費　約 80 億円
◯新市立病院（萩市民病院）
　構　造　鉄筋コンクリート造３階建
　床延面積　8321．46 ㎡
　病床数　115 床（一般 100 床、結核 15 床）
　診療科目　内科・外科・整形外科
◯萩・福祉複合施設かがやき
　構　造　鉄筋コンクリート造３階建
　１階　老人保健施設デイケア、デイサービスセ
　ンター、在宅介護支援センター、ホームヘルパー
　ステーション、給食サービスステーション、
　訪問看護ステーション
　２階　老人保健施設　定員 80 名（一般 60 名、
　痴
　呆 20 名）
　３階　特別養護老人ホーム　定員 50 名（一般
　30
　名、痴呆 20 名）、ショートステイ 20 名

萩・健康維新の里の概要

「
萩
・
福
祉
複
合
施
設
か
が
や

き
」
の
建
設
が
ス
タ
ー
ト

　
市
は
、
平
成
10
年
１
月
に
旧
宅
を
市

史
跡
に
指
定
し
、
保
存
の
た
め
の
解
体

修
理
を
施
し
整
備
を
進
め
て
い
ま
し
た

が
、
３
月
27
日
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
ま

す
。
今
年
の
４
月
か
ら
は
、
観
光
客
の

休
憩
所
に
利
用
す
る
な
ど
一
般
公
開
す

る
予
定
で
す
。

　
桂
太
郎
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け

３
回
に
わ
た
り
通
算
８
年
近
く
首
相
を

務
め
ま
し
た
。
旧
宅
は
、
第
二
次
桂
内

閣
時
代
の
明
治
42
年
（
１
９
０
９
）
に

川
島
の
藍
場
川
沿
い
に
建
て
ら
れ
た
住

宅
で
す
。 

　
敷
地
面
積
は
約
９
０
６
㎡
、
建
物
は

約
70
㎡
の
母
屋
と
50
㎡
の
長
屋
の
木
造

平
屋
の
二
棟
が
あ
り
、
藍
場
川
沿
い
の

歴
史
的
景
観
保
存
地
区
に
位
置
し
、
藍

場
川
か
ら
引
い
た
池
な
ど
の
日
本
庭
園

が
あ
り
ま
す
。

萩・健康維新の里

萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院萩市民病院

萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき萩・福祉複合施設かがやき



（７）

　
国
の
景
気
対
策
事
業
と
し
て
始
ま
っ

た
「
地
域
振
興
券
交
付
事
業
」。

　
萩
市
で
は
消
費
の
冷
え
込
む
２
月
に

交
付
し
景
気
回
復
の
効
果
を
早
く
出
そ

う
と
、
山
口
県
内
ト
ッ
プ
の
２
月
26
日

に
交
付
を
開
始
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
全
国
的
に
話
題
と
な
っ
て
い

る
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
は
地
域
振
興
券

と
特
定
事
業
者
が
張
る
ス
テ
ッ
カ
ー
に

は
、
特
産
の
夏
み
か
ん
を
イ
メ
ー
ジ
し

た「
は
ぎ
丸
く
ん
」を
採
用
し
ま
し
た
。

振
興
券
に
は
吉
田
松
陰
の
肖
像
の
透
か

し
が
入
っ
て
い
ま
す
。 

　

萩
市
内
の
振
興
券
交
付
対
象
者

出
荷
式
が
２
月
５
日
、
浜
崎
町
の
離
島

航
路
発
着
場
で
行
わ
れ
、
島
内
の
酒
店

等
へ
向
け
て
新
酒
が
発
送
さ
れ
ま
し

た
。

　
昨
年
４
月
、
萩
ー
見
島
間
に
高
速
船

「
お
に
よ
う
ず
」
が
就
航
し
た
の
に
合

わ
せ
て
、
見
島
振
興
会
、
島
お
こ
し
会

が
地
元
特
産
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
を
使
っ
た

地
酒
づ
く
り
を
、
萩
市
内
の
岩
崎
酒
造

に
依
頼
し
た
も
の
で
す
。

　
昨
年
は
、
１
８
０
０
ml
（
一
升
）
瓶

で
約
３
０
０
０
本
生
産
さ
れ
、
離
島

の
米
を
使
っ
た
お
酒
は
全
国
で
も
珍
し

く
、
地
元
旅
館
で
の
利
用
や
お
土
産
用

な
ど
見
島
の
新
し
い
特
産
品
と
し
て
人

気
を
呼
び
、半
年
で
売
り
切
れ
ま
し
た
。

　
清
酒
「
鬼
よ
う
ず
」
は
、
甘
口
の
本

醸
造
タ
イ
プ
で
、
ラ
ベ
ル
に
見
島
の
大

凧
鬼
ヨ
ー
ズ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
見

島
年
間
観
光
客
数
は
約
１
万
人
。「
鬼

よ
う
ず
」
効
果
に
よ
り
、
島
の
活
性
化

を
図
り
観
光
客
を
増
や
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
ま
す
。 

　

価
格
は
、
１
８
０
０
ml
１
９
０
０

円
、
７
２
０
ml
９
７
５
円
、
３
０
０
ml

３
５
４
円
（
税
別
）。
岩
崎
酒
造
が
直

販
す
る
ほ
か
は
見
島
で
し
か
買
え
ま
せ

ん
。 

問
い
合
わ
せ  

岩
崎
酒
造　
萩
市
東
田

町
58
（
０
８
３
８・
２
２・
０
０
２
４
）

へ  は
約
１
万
４
７
０
０
人
で
、
総
額

２
億
９
４
０
０
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

県
内
の
対
象
者
は
42
万
７
０
０
０

人
、
総
額
85
億
４
０
０
０
万
円
に
な

り
、
４
年
前
の
調

査
で
県
内
の
年
間

家
計
総
支
出
額
は

約
３
兆
円
に
の
ぼ

り
、
全
部
使
っ

た
と
す
る
と
約

０・
３
％
弱
に
当

た
り
ま
す
。

清
酒
「
鬼
よ
う
ず
」
出
荷　

 

見
島
の
新
し
い
特
産
品 

地
域
振
興
券　
萩
市
が
県
内
ト
ッ
プ
の
２
月
26
日
交
付
開
始 

　
萩
国
際
大
学
の
開
学
ま
で
、
１
か
月

を
切
り
ま
し
た
。 

　
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
学
生
受
け
入
れ

の
準
備
も
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
４

月
２
日
の
竣
工
祝
賀
会
、
第
一
期
生
を

迎
え
入
れ
る
12
日
の
入
学
式
が
待
ち
遠

し
い
も
の
で
す
。  

　
新
し
い
地
方
の
時
代
に
、
萩
に
大
学

が
で
き
る
こ
と
の
意
味
は
極
め
て
大
き

い
も
の
で
す
。
大
学
が
本
来
も
つ
教
育

機
能
の
他
に
、
大
学
ス
タ
ッ
フ
や
学
生

と
地
域
と
の
交
流
、
若
者
が
地
域
に
住

む
こ
と
に
よ
る
活
性
化
、
経
済
効
果
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
た
、
多
数
の

留
学
生
と
外
国
人
教
員
を
迎
え
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
国
際
化
が
急
激
に
進

展
し
ま
す
。
留
学
生
は
４
学
年
揃
え
ば

２
０
０
名
以
上
に
な
り
ま
す
。

　
萩
国
際
大
学
が
地
域
に
根
づ
く
よ
う

に
、
そ
し
て
素
晴
ら
し
い
大
学
に
な
る

よ
う
に
地
域
挙
げ
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し

て
い
き
ま
す
。
読
者
の
皆
さ
ん
に
も
萩

国
際
大
学
の
よ
き
理
解
者
と
し
て
、
大

学
を
温
か
く
見
守
り
、
支
援
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

３
月
27
日
（
土
）、
28
日
（
日
）
の

午
後
に
、
萩
国
際
大
学
施
設
見
学
会
を

開
催
し
ま
す
。
大
学
開
学
前
に
キ
ャ
ン

パ
ス
を
一
般
の
方
に
直
接
見
て
い
た
だ

く
た
め
に
実
施
し
ま
す
。
読
者
の
皆
さ

ん
の
中
で
、
こ
の
時
期
に
来
萩
さ
れ
る

予
定
の
あ
る
方
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ

参
加
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

問
い
合
わ
せ　

萩
市
大
学
問
題
対
策

室
（
０
８
３
８・２
５・３
１
３
１
内
線

４
０
８
）
へ  

歴
史
の
町
か
ら
未
来
へ
発
信　
萩
国
際
大
学

祝　
萩
国
際
大
学
開
学

入学試験について　
　萩国際大学のＣ日程の入学試験が３月 28 日に行われます。出願期間は３月 24 日までで、試験会場は萩市
のみです。

入試区分 学部学科

一般入学試験
国際学科

経営情報学科
Ｃ日程

選抜方法 出願期間 試験日 合格発表
学力検査

（英語）及び
書類選考

2/20 〜
3/24

3/28 3/29

入
学
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

は
萩
国
際
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー

（
０
８
３
８・２
６・２
９
５
５　
Ｆ
Ａ
Ｘ

２
４・２
２
２
８
）
へ

国際情報
学部

４ 月 の 行 事 予 定
◯４月２日　竣工祝賀会
◯〃　12 日　入学式
◯〃　13 日〜 15 日　
　　　　　　新入生オリエンテーション
◯〃　16 日　新入生歓迎会
◯〃　19 日　前期授業開始
◯〃　26 日　履修届受付開始

体育館

　

萩
市
見
島

の
コ
シ
ヒ
カ

リ
を
使
っ
た

清
酒
「
鬼
よ

う
ず
」
の
今

年
初
め
て
の



（８）

　
朱
よ
り
も
赤
い
究
極
の
色
「
緋
」
を

目
指
し
て
陶
芸
に
挑
む
女
性
の
青
春
群

像
を
描
い
た
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

総
合
テ
レ
ビ
で
４
月
か
ら
い
よ
い
よ
ス

タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
待
望
の
萩
と
萩
焼
が
舞
台
の
ド
ラ
マ

で
す
。
皆
さ
ん
、ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
水
曜
ド
ラ
マ
の
花
束
「
陶
芸
青
春
記

　
緋
が
走
る
」

放
送
日
・
時
間　
４
月
７
日
（
水
）
か

ら
毎
週
水
曜
日
（
全
６
回
）
午
後
10
時

〜
10
時
45
分

放
送
局　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ

出　
演　
田
中
美
里
（
松
本
美
咲
）、
山

田
純
大
（
一
柳
乙
彦
）、
的
場
浩
司
（
高

杉
晋
吾
）、
真
野
響
子
（
松
本
静
江
）
ほ

か

　
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
緋
が
走
る
」
が
始

ま
る
ま
で
に
、
ぜ
ひ
原
作
の
コ
ミ
ッ
ク

を
読
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　

平
成
４
年
か
ら
約
６
年
間
、
集
英

社
「
ス
ー
パ
ー
ジ
ャ
ン
プ
」
誌
で
連
載

さ
れ
て
い
た
、
ジ
ョ
ー
指
月
氏
原
作
に

よ
る
コ
ミ
ッ
ク
も
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
以
上

に
、非
常
に
魅
力
的
で
す
。
現
在
、ス
ー

パ
ー
ジ
ャ
ン
プ
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
全

15
巻
好
評
発
売
中
で
す
。

　
コ
ミ
ッ
ク
も
ド
ラ
マ
と
同
様
、
父
の

訃
報
を
き
っ
か
け
に
、
主
人
公
美
咲
が

陶
芸
の
道
を
志
す
場
面
か
ら
物
語
は
始

「
緋
が
走
る
」
放
送
日
決
定
！

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合　
水
曜
ド
ラ
マ
の
花
束
「
陶
芸
青
春
記　
緋
が
走
る
」

　
　
　
　
４
月
７
日
（
水
）
か
ら
毎
週
水
曜
日
（
６
回
シ
リ
ー
ズ
）

あおきてつお氏と（左ジョー指月氏）

■
ジ
ョ
ー
指
月
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

  

私
の
デ
ビ
ュ
ー
作
は
「
ア
ス
ト
ロ

球
団
」（
週
刊
少
年
ジ
ャ
ン
プ
連
載

＝
集
英
社
）で
あ
る
。
こ
れ
が
大
ヒ
ッ

ト
と
な
り
、
次
々
と
連
載
を
書
く
。

い
や
後
半
は
書
き
流
し
て
い
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
こ
れ
で
い
い
の
か
と

疑
問
が
湧
き
、
15
年
前
に
故
郷
の
山

口
県
へ
帰
っ
て
来
る
。

  
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
、
美
し
い

ま
り
ま
す
。
そ
し
て
一
人
前
の
陶
芸
家

と
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
、
あ
お
き

て
つ
お
氏
の
画
が
盛
り
上
げ
ま
す
。
果

た
し
て
美
咲
は
父
の
意
志
を
継
い
で
、

「
緋
」
を
走
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。そ
の
答
え
は
、ぜ
ひ
コ
ミ
ッ

ク
で
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　
現
在
、
同
誌
で
は
「
緋
が
走
る
」
の

続
編
で
あ
る
、「
美
咲
の
器
｜
そ
れ
か

ら
の
緋
が
走
る
｜
」の
連
載
も
始
ま
り
、

　
萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
平
成
10
年
12
月
号
で
紹
介
し
た
、
萩
焼
の
究
極
美
に
挑
む
若

い
女
性
を
描
い
た
ド
ラ
マ
「
緋
が
走
る
」
の
放
送
日
が
正
式
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、「
緋
が
走
る
」
原
作
者
の
ジ
ョ
ー
指
月
氏
に
、
ド
ラ
マ
化
と
コ
ミ
ッ
ク

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

萩ロケの風景

コ
ミ
ッ
ク
「
緋
が
走
る
」

萩
の
街
と
萩
焼
で
あ
っ
た
。
５
年
間

の
充
電
と
綿
密
な
取
材
を
重
ね
、
地

方
か
ら
中
央
へ
、
文
化
の
発
信
を
込

め
て
「
緋
が
走
る
」（
ス
ー
パ
ー
ジ
ャ

ン
プ
＝
集
英
社
）
を
連
載
す
る
。
本

物
は
や
は
り
読
者
に
歓
迎
さ
れ
ヒ
ッ

ト
と
な
る
。

  

こ
の
た
び
Ｎ
Ｈ
Ｋ
か
ら
Ｔ
Ｖ
ド
ラ

マ
化
の
話
が
あ
っ
た
時
、
こ
れ
ま
で

取
材
で
お
世
話
に
な
っ
た
萩
の
方
々

に
、
こ
れ
で
少
し
は
お
礼
が
出
来
る

と
、
心
良
く
承
知
し
ま
し
た
。

  

私
は
萩
の
全
て
が
好
き
だ
が
、
特

に
菊
ケ
浜
が
い
い
。
取
材
の
た
び
、

な
に
も
か
も
忘
れ
、
砂
浜
に
坐
っ
て

い
た
。
そ
の
た
め
、
主
人
公
の
美
咲

も
良
く
こ
こ
に
来
る
。「
緋
が
走
る
」

は
一
昨
年
完
結
し
た
ド
ラ
マ
だ
が
、

読
者
か
ら
の
熱
烈
な
ラ
ブ
コ
ー
ル
を

受
け
、「
美
咲
の
器
」
と
し
て
再
開
。

美
咲
の
更
な
る
成
長
を
描
く
。（
指
月
）

■
「
緋
が
走
る
」
原
作
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

  

ジ
ョ
ー
指
月
（
本
名  

遠　

史
朗
）

山
口
県
下
関
市
に
生
ま
れ
、
現
在
下
関

に
在
住
。
世
界
遺
産
の
屋
久
島
の
中
学

校
教
師
後
、
東
京
に
て
集
英
社
、
週
刊

少
年
ジ
ャ
ン
プ
の
編
集
者
と
な
る
。後
、

漫
画
原
作
者
と
し
て
独
立
。
本
名
の
遠

　

史
朗
で
以
下
を
連
載
（「
ア
ス
ト
ロ

球
団
」「
北
斗
の
騎
士
」「
白
い
狩
人
」「
ラ

ジ
コ
ン
戦
争
」
等
々
）
週
刊
少
年
ジ
ャ

ン
プ
（
集
英
社
）。
日
刊
少
年
ジ
ャ
ン

プ
に
て
「
フ
ァ
イ
タ
ー
幻
」。
週
刊
少

年
マ
ガ
ジ
ン
（
講
談
社
）
に
て
「
海
峡

イ
レ
ブ
ン
」。
月
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
に

て
「
幻
蝶
の
山
」。
そ
の
他
多
数
連
載
。

故
郷
へ
帰
り
充
電
後
、
愛
英
史
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
で
ス
ー
パ
ー
ジ
ャ
ン
プ
へ
「
ゼ

ロ
」
を
連
載
。
同
じ
く
ス
ー
パ
ー
ジ
ャ

ン
プ
に
「
緋
が
走
る
」
を
、
ジ
ョ
ー
指

月
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
連
載
。

コミック「緋が走る」集英社刊

主
人
公
美
咲
は
陶
芸
家
と
し
て
更
に
成

長
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
ち

ら
も
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

緋
が
走
る
続
編
「
美
咲
の
器
」
も
連
載
開
始

　
　

原
作
者
ジ
ョ
ー
指
月
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
！

集英社　ジョー指月
　　　　ⓒあおきてつお

原
作
者　

ジ
ョ
ー
指
月
氏
が
語
る

集英社　ジョー指月
　　　　ⓒあおきてつお



（９）

　

浪
花
の
大
阪
に
、
長
州
大
師
が
あ

る
。「
開
運
山
長
州
大
師
三
蔵
院
高
野

寺
」（
門
札
で
は
開
運
山
高
野
寺
）
が

そ
れ
で
、
大
阪
市
西
区
土
佐
堀
１
丁
目

５
｜ 10
が
現
在
地
な
の
だ
が
、
昔
は
江
戸

堀
と
土
佐
堀
に
は
さ
ま
れ
た
地
域
で
、

各
藩
の
蔵
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
場
所
で

あ
る
。

　
時
の
長
州
藩
毛
利
敬
親
公
は
、
明
治

四
年
の
廃
藩
置
県
に
あ
た
り
、
そ
れ
ま

で
高
野
山
に
志
納
米
を
献
じ
て
い
た
代

わ
り
に
、
こ
の
江
戸
堀
長
州
蔵
屋
敷

１
万
３
２
０
０
㎡
を
一
括
し
て
、
高
野

山
総
本
山
金
剛
峯
寺
に
寄
進
さ
れ
、
毛

利
家
歴
代
の
永
代
供
養
と
さ
れ
た
。
そ

こ
で
金
剛
峯
寺
は
こ
こ
に
一
寺
を
建
立

し
、
高
野
山
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
弘
法

大
師
の
尊
像
を
本
尊
と
し
て
、
安
置
さ

れ
た
の
が
長
州
大
師
の
は
じ
ま
り
で
あ

る
。

　
そ
の
後
、
こ
の
本
尊
は
厄
除
け
、
開

運
に
霊
験
あ
ら
た
か
と
の
う
わ
さ
が
広

ま
り
、
数
年
後
に
は
信
仰
者
が
浪
花
中

に
増
え
、
香
煙
が
絶
え
な
か
っ
た
。
明

治
13
年
、
時
の
金
剛
峯
寺
座
主
、
師
岳

快
猛
大
僧
正
は
、
高
野
山
準
別
格
大
本

山
三
蔵
院
を
こ
の
長
州
屋
敷
に
移
す
と

と
も
に
、
諸
堂
宇
を
整
備
し
て
長
州
大

師
を
高
野
山
浪
速
別
院
と
定
め
た
。

　
昔
は
、
４
０
０
０
坪
程
も
あ
っ
た
境

内
に
は
、
芝
居
小
屋
も
あ
り
に
ぎ
わ
っ

た
が
、
大
阪
も
都
市
化
が
進
み
市
街
地

整
理
等
で
、
寺
域
は
大
幅
に
減
ら
さ
れ

現
在
は
、
ビ
ル
に
挟
ま
れ
バ
ス
停
前
で

車
の
排
気
ガ
ス
を
あ
び
せ
ら
れ
る
様
に

な
っ
て
い
る
。

　
門
を
入
り
、
正
面
階
段
を
登
る
と
本

堂
が
あ
り
、
本
堂
両
脇
に
は
立
派
な
力

強
い
仁
王
尊
像
が
寺
を
守
り
、
左
側
の

仁
王
尊
の
脇
に
は
、
賓び
ん
ず
る
そ
ん
じ
ゃ

頭
盧
尊
者
座
像

が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
本
堂
下
の

境
内
左
手
に
は
不
動
明
王
、
右
手
に
は

大
き
な
地
蔵
菩
薩
、
そ
の
奥
に
水
子
地

蔵
と
十
基
程
の
お
墓
が
並
ん
で
い
て
、

本
堂
下
の
奥
に
は
、
44
体
の
お
地
蔵
様

が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
三
蔵
院
か
ら
起

算
す
る
と
、
約
８
０
０
年
の
寺
歴
を
も

つ
古
刹
で
あ
る
。
尚
六
代
貞
吉
覚
照
師

は
山
口
市
嘉
川
御
出
身
で
、
佐
藤
栄
作

元
総
理
大
臣
も
大
阪
に
こ
ら
れ
た
折
に

は
、
お
参
り
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　
長
州
大
師
の
あ
る
、
土
佐
堀
通
り
を

少
し
西
に
行
き
反
対
側
の
、
大
阪
市
西

区
江
戸
堀
２
丁
目
６
の
33
、
江
戸
堀
シ

ミ
ズ
ビ
ル
前
に
、
大
村
益
次
郎
先
生
寓

地
址
の
石
碑
が
あ
る
。
石
碑
に
は
、
大

村
郷
遺
徳
顯
彰
會
昭
和
18
年
六
月
建
之

と
あ
り
、
傍
に
大
村
益
次
郎
寓
地
跡
の

説
明
文
が
書
い
て
あ
り
「
大
村
益
次
郎

は
、
儒
学
、
蘭
学
、
医
学
、
西
洋
兵
学

に
通
じ
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て

日
本
の
近
代
化
に
非
凡
な
才
能
を
発
揮

し
た
。
嘉
永
２
年
（
１
８
４
９
）
か
ら

こ
の
地
の
倉
敷
屋
作
衛
門
の
座
敷
に
住

み
な
が
ら
緒
方
洪
庵
の
適
塾
で
医
学
を

学
び
、
後
に
明
治
新
政
府
の
兵
部
大
輔

（
兵
部
省
次
官
）
と
な
り
近
代
国
家
の

制
定
に
貢
献
し
た
。」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
現
地
取
材

　
　
　
　
萩
高
４
期
卒　
中
山
光
夫

浪
な に わ

花の 長
　ちょうしゅう

州 大阪の長州大師と
大村益次郎先生寓地

大
阪
の
長
州
大
師

大
村
益
次
郎
先
生
寓
地
址

　

４
月
１
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
、
石
見

空
港
発
着
の
石
見
東
京
便
、
石
見
大
阪
便

の
全
便
に
「
特
定
便
割
引
運
賃
」
が
設
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

今
ま
で
の
「
早
期
購
入
割
引
」
に
代
わ

る
も
の
で
、
こ
れ
は
搭
乗
日
の
前
日
で
も

「
特
割
」
の
予
約
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
特

に
大
阪
便
は
大
幅
の
割
引
と
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
萩
へ
の
帰
省
に
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

■
東
京
便

割
引
率
10
％
（
普
通
運
賃
＝

２
万
６
７
０
０
円
→
特
割
運
賃
＝

２
万
４
０
５
０
円
）

■
大
阪
便

割
引
率
30
％
（
普
通
運
賃
＝

１
万
８
９
５
０
円
→
特
割
運
賃
＝

１
万
３
２
５
０
円
）

適
用
条
件

・
搭
乗
日
の
２
か
月
前
か
ら
前
日
ま
で
予

約
可
能

・
予
約
日
を
含
め
て
４
日
以
内
に
購
入
券

を
購
入

・
東
京
便
に
関
し
て
は
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
中
（
４
月
29
日
〜
５
月
５
日
）

は
利
用
で
き
ま
せ
ん

※
座
席
数
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

石
見
空
港
利
用
拡
大
促
進

協
議
会

石
見
空
港
路
線
を
利
用
の
方
へ

特
定
便
割
引
運
賃
が

設
定
さ
れ
ま
し
た

　大阪の地には、長州に関係した史跡がいくつか存在します。

　今回、大阪在住の中山光夫さん（萩高４期卒）に、「浪花の長州」と題して、

大阪にある長州大師と大村益次郎の史跡について紹介してもらいました。

　関西在住の方はもちろん、大阪を訪れた時に一度訪ねてみてはいかがで



萩
焼　

彩さ
い

炎え
ん

（10）

　

皆
さ
ん
は
小
萩
人
形
を
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。
小
萩
人
形
は
、
松

村
の
ぶ
に
よ
っ
て
創
案
さ
れ
、
昭

和
10
年
（
１
９
３
５
）
の
萩
史
蹟

産
業
大
博
覧
会
に
土
産
品
と
し
て

出
品
さ
れ
て
以
来
、
市
販
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
戦
後
は
授

産
事
業
と
し
て
、
製
作
者
は
常
時

40
か
ら
50
名
に
達
し
ま
し
た
。
小

萩
人
形
は
歌
舞
伎
や
舞
踊
を
題
材

に
し
て
い
る
た
め
、
全
国
へ
の
出

荷
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に

ね
ぇ
、
小
萩
人
形
を
知
っ
ち
ょ
っ
て
？

私
の
お
店

作
者
柳
橋
貞
子
の
子
孫
か
ら
小
萩
人
形
が
萩
市
に
寄
贈
！

　
　
　
〜
３
月
３
日
か
ら
小
企
画
展
も
開
催
〜

も
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
人
形
の
顔

を
布
で
製
作
す
る
の
は
、
世
界
中

で
も
小
萩
人
形
の
み
だ
そ
う
で
、

人
形
作
家
の
辻
村
ジ
ュ
サ
ブ
ロ
ー

に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

小
萩
人
形
の
作
者
、
柳
橋
貞
子

は
、
明
治
36
年
（
１
９
０
３
）
横

浜
市
に
生
ま
れ
、
大
正
中
期
に
母

の
郷
里
で
あ
る
萩
に
移
住
し
ま
し

た
。
創
案
者
松
村
の
ぶ
に
師
事
し
、

昭
和
10
年
ご
ろ
か
ら
小
萩
人
形
の

製
作
に
携
わ
り
ま
し
た
。
戦
後
、

萩
市
社
会
館
で
講
師
と
し
て
小
萩

人
形
の
製
作
を
指
導
し
、
昭
和
50

年
（
１
９
７
５
）
に
は
杉
道
助
文

化
奨
励
賞
（
現
萩
市
文
化
奨
励
賞
）

を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
柳
橋
貞
子
の
ご
子
孫
柳

橋
葭よ
し
え江

氏
（
北
九
州
市
在
住
）
か

ら
、
約
70
体
の
小
萩
人
形
、
ま
た

小
萩
人
形
関
係
古
写
真
約
30
点
、

松
林
桂
月
書
額
「
小
萩
人
形
」
１

点
の
寄
贈
を
受
け
ま
し
た
。

　

萩
市
郷
土
博
物
館
で
は
、
３
月

３
日
か
ら
５
月
９
日
ま
で
、
寄
贈

を
受
け
た
小
萩
人
形
の
小
企
画
展

「
小
萩
人
形
の
艶
と
繊
｜
柳
橋
貞

子
の
小
萩
人
形
展
」
が
開
催
さ
れ

ま
す
。
２
か
月
に
渡
り
展
示
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、
帰
省
の
折
り
に

立
ち
寄
ら
れ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

鎌
倉
の
萩
焼
の
店

　

鶴
岡
八
幡
宮
か
ら
一
直
線
に
海
ま

で
伸
び
る
鎌
倉
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー

ト
若
宮
大
路
に
あ
る
こ
の
店
は
、
関

東
地
方
で
は
珍
し
い
萩
焼
専
門
店
で

す
。「
良
い
品
し
か
取
り
扱
い
ま
せ
ん
」

と
い
う
オ
ー
ナ
ー
の
言
葉
通
り
、
お

香
が
微
か
に
香
る
店
内
に
は
、
茶
碗

を
始
め
萩
焼
の
名
品
逸
品
が
ず
ら
り

と
並
ん
で
い
ま
す
。

　

萩
在
住
の
頃
よ
り
焼
き
物
に
関
心

山村さん

人
、
焼
き
物
愛
好
家
が
訪
れ
る
と
の
こ

と
で
す
。

　
「
窓
越
し
に
見
え
る
段

※
　

　
　葛

の
桜
並
木

や
周
り
の
風
景
か
ら
季
節
を
身
近
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
店
で
気
に
入
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
多
く
の
お
客
さ
ん
と
の

新
た
な
出
会
い
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
発
見
も
嬉
し
い
で
す
ね
」
と
楽

し
そ
う
に
話
さ
れ
る
オ
ー
ナ
ー
。
お
客

さ
ん
と
の
会
話
が
弾
み
、
気
が
つ
く
と

閉
店
時
間
を
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
た
こ

と
も
し
ば
し
ば
だ
と
か
。
気
さ
く
な

オ
ー
ナ
ー
の
人
柄
に
ひ
か
れ
た
常
連
さ

ん
の
中
に
は
、
萩
を
旅
行
し
た
折
り
に

オ
ー
ナ
ー
の
実
家
（
浜
崎
の
松
美
屋
醤

油
店
）
を
訪
問
す
る
方
も
い
る
そ
う
で

す
。

　
な
お
、
萩
市
在
住
の
松
野
龍
司
さ
ん

（
緑
栄
窯
）
の
実
姉
に
あ
た
ら
れ
ま
す
。

※
段だ
ん
か
ず
ら

葛　

若
宮
大
路
の
中
央
を
走
る

鶴
岡
八
幡
宮
の
参
道
で
、
源
頼
朝
が

作
っ
た
も
の
。
当
時
の
面
影
を
よ
く
留

め
る
。

4000 年のロマン
建設現場から古木を発掘！

　２月下旬に萩東中学校の生徒が「何
の木ですか」と学校に 10cm 位の小さ
な木片を持参。中学校からめぐり巡っ
て「花と緑の推進室の樹木医に聞けば
…。」と物言わぬ小さな木片。聞けば

「埋もれ木」だったとのこと「ぜひ本
物が見たい」と所有者を尋ねたら直径
1.3 ｍ長さ５ｍもの大木。場所は 11 月
中旬の萩市沖原のボーリング場の地下
８ｍからだと言う。これは、現在の海
水位より４ｍも低い位置になる。江向
で下水道工事の際に同じ位置から採取
した砂を鑑定すると 4000 年前のもの
だったため、つまり地球が冷えていた
弥生時代前で縄文時代晩期の木という
ことになる。
　物言わぬ「埋もれ木」、古代の眠りを
覚ましてこの世に現れ何を思うやら。
最後になりましたが「何の木ですか」
の問いに、土中の湿度から開放された
表面は乾燥により風化してしまったが、
おそらく「スダジイ」ではないかと思
われます。

鶴岡八幡宮

萩焼
彩炎

小
町
通
り

若
宮
大
路

至
鎌
倉
駅
→

（雪ノ下
ビル 2F）

雪ノ下
郵便局

鎌
倉
市
雪
ノ
下
１
ー
11
ー
２　
雪
ノ
下
ビ
ル
２
Ｆ

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ　
０
４
６
７・２
５・４
０
６
８
）

午
前
11
時
〜
午
後
５
時
30
分
（
土
日
は
午
後
６
時
30
分
ま
で
）

店
休
日　
毎
週
木
曜
日
と
年
末

オ
ー
ナ
ー　
山
村
美
智
子
（
旧
姓
松
野
）
萩
高
18
期
卒

が
あ
っ
た

と
の
こ
と

で
、
当
地

で
折
り
に

ふ
れ
一
般

に
出
回
っ

て
い
る
萩

焼
を
目
に

し
て
い
る

う
ち
、「
ぜ

ひ
こ
ち
ら
の
人
に
質
の
高
い
本
物
の

萩
焼
を
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
使

命
感
が
わ
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
い

ま
す
。
こ
う
し
て
始
め
た
こ
の
店
も

今
年
で
15
年
目
を
迎
え
、
関
東
一
円

や
遠
く
は
北
海
道
か
ら
も
多
く
の
茶
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　日本を旅行した際訪問したなかで、忘れられない場
所の一つに、萩という魅力的な小都市があります。山
口県の日本海側に位置し、「小京都」と呼ばれることが
あります。萩城の面影を残している塀や堀を自転車で
通りすぎたり、毛利家の菩提寺の裏にある 500 基の灯
籠がある庭を散歩するといったことがお勧めですが、
本当に絵のように美しい町であるということは別とし
て、萩は、日本の歴史上、非常に重要な都市の一つです。
　今年は、1868 年に始まった日本の突然の西洋化を
導いた明治維新から 130 年の記念の年です。将軍によ
る 300 年間の治世の終焉と天皇制への維新を支持した
多くの指導者は、萩から生まれました。そして、萩は、
ペリー提督と黒船の来航に続く騒乱の中心でした。鍵
となる人物は、慎み深い教育者であった吉田松陰です。
彼の哲学を編み出し、また、門下生を魅惑させた小さ
な塾の建物とともに、彼を記念して、萩には、松陰神
社があります。吉田松陰の書物や教えは、勤皇派の人々
による「新政府軍」を動かし、戊辰戦争を始まらせる
こととなり、ついには、主要な工業国となる日本の急
速な変革となりました。萩はまた、日本の初代総理大
臣となった伊藤博文を育てた地でもあります。
　今日の日本は、第二次世界大戦後、最悪の経済不況
に悩まされているわけですが、それに対して、萩と明
治維新はいくつかの観点を与えてくれます。日本の歴
史の中で事件というものは、一方方向に続いた長い時
代の流れのなかで起き、変革の到来は、突然やってき
ます。「指導者に続け」ということは当然のことです。
日本国民は、政治においても個人的な場合においても、
直接的な対決を避けることを好みます。しかし、良き
につけ悪しきにつけ、表面上どこからともなく新しい
指導者が登場した時、日本国民は、大変革を望みます。
このことは、突然の軍国主義の台頭、そして、国民の
ほとんどがそれを支持した第二次世界大戦前の数年間
にもあてはまります。日本の全面的な敗北の後、日本
国民は、ダグラス・マッカーサー元帥のもと、強固な
立憲制の導入を受け入れました。
　私は、日本が再び変革の道を見つけ、表面上克服で
きていない経済問題を解決するであろうと確信してい
ます。しかし、自由民主党主導の半世紀近くにわたる
議会制民主制度の後、新しい指導者と新しいアイディ
アの欠乏に対する苛立ちがあります。しかし、もし、
歴史を参考とするならば、次の大変革は東京からでは
なく、萩のような思いがけない場所から生じるのかも
しれません。

The Catalyst of  Chande（変革の触媒）

萩・椿まつり

萩の古き雛たち

　

萩
市
南
古
萩
町
の
青
木
周
弼
旧
宅

で
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭

和
初
期
に
か
け
て
作
ら
れ
た
お
雛
さ
ま

を
紹
介
す
る
「
萩
の
古
き
雛
た
ち
」
が

開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
市
民
や
郷
土
博
物
館
が
所
蔵
す
る
も

の
あ
わ
せ
て
、
約
20
点
が
飾
ら
れ
て
い

ま
す
。
金
襴
（
錦
地
に
斜
文
組
織
で
模

様
を
織
り
、
模
様
部
に
よ
こ
に
平
金
糸

て
仕
立
て
ら
れ
た
「
有
職
雛
」、
高
さ

10
以
下
の
ご
く
小
型
の
「
芥け

し子
雛
」、

昭
和
初
期
の
小
萩
人
形
の
技
法
を
使
っ

た
「
小
萩
雛
」
な
ど
が
、
華
や
か
に
並

ん
で
い
ま
す
。

　
旧
暦
の
雛
ま
つ
り
に
あ
た
る
、
４
月

３
日
ま
で
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
場

は
無
料
で
す
。

だだ今、開催中！

　
２
月
20
日
、「
萩・椿
ま
つ
り
」が
笠
山
虎
ヶ

崎
に
あ
る
椿
群
生
林
で
始
ま
り
ま
し
た
。
現

在
、
約
10ha

の
敷
地
に
、
２
万
５
０
０
０

本
の
ヤ
ブ
椿
が
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
て
い
ま

す
。

　
当
日
は
、
小
雪
の
舞
う
寒
い
中
、
多
く
の

市
民
や
観
光
客
の
方
が
椿
群
生
林
を
訪
れ
、

散
策
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

　
開
会
式
で
は
、
越
ヶ
浜
保
育
園
児
に
よ
る

鼓
笛
演
奏
や
ダ
ン
ス
、
郷
土
芸
能
の
披
露
な

ど
が
行
わ
れ
、
大
き
な
拍
手
が
送
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

　
会
場
で
は
、
特
産
品
の
販
売
や
食
べ
物
屋

な
ど
が
並
び
、
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。

と　き　３月 22 日まで
ところ　笠山椿群生林

と　き　４月３日まで
ところ　青木周弼旧宅

　
ま
た
、
椿
群
生
林
を
無
料
で
ガ
イ
ド
す
る

椿
見
ど
こ
ろ
案
内
人
に
つ
い
て
、「
た
だ
見

る
だ
け
で
な
く
、
椿
の
く
わ
し
い
説
明
も
聞

け
て
興
味
深
か
っ
た
」、「
初
め
て
知
っ
た

こ
と
も
多
く
、
ガ
イ
ド
を
し
て
も
ら
っ
て
良

か
っ
た
」
と
い
っ
た
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
し

た
。

　

３
月
22
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
の

「
萩
・
椿
ま
つ
り
」
を
、
皆
さ
ん
も
見
に
帰

ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

オープニングイベント

日本で活躍した英語指導助手の
ニューヨーク支部同窓会報 JETAA.
NY 1998 秋号に萩市が紹介

を
織
り
込
ん
だ

も
の
）
や
錦
で

出
来
た
衣
装
を

つ
け
た
大
型
の

「
享

き
ょ
う
ほ
う保
雛
」、
京

都
で
有ゆ

う
そ
く
こ
じ
つ

職
故
実

（
朝
廷
や
武
家

の
風
俗
や
習
慣

を
研
究
す
る
学

問
）
に
基
づ
い

　この記事は、山口県の初代国際交流委員のダイ
アナ・ヘルウェッグさんから届けられた情報です。



　

斎
藤　

定さ
だ
む

さ
ん

　

今
回
は
、
昨
年
11
月
に
「
こ
の
石
か
ら
は
じ
ま
る　

大
井
八

幡
宮
覚
書
」（
Ａ
５
判
、
２
１
８
Ｐ
）
を
出
版
さ
れ
た
、
郷
土
史

家
の
斉
藤
定
さ
ん
に
、
執
筆
の
き
っ
か
け
や
こ
れ
か
ら
の
目
標

に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

●
出
版
す
る
に
あ
た
り
苦
労
さ
れ
た
点

は
？

　

技
術
的
な
問
題
で
す
が
（
笑
）、
本

の
中
で
使
っ
て
い
る
写
真
を
上
手
に
撮

れ
な
く
て
苦
労
し
ま
し
た
。遠
く
で
は
、

鎌
倉
ま
で
行
っ
て
撮
り
ま
し
た
。

　

書
く
こ
と
は
楽
し
か
っ
た
で
す
。

も
っ
と
書
き
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
長
す
ぎ
ず
・
八
幡
様
か
ら
離
れ

ず
・
誰
も
が
読
め
る
、
と
い
っ
た
点
に

注
意
し
て
書
き
ま
し
た
。

●
出
版
さ
れ
て
み
て
、
周
囲
の
反
応

は
？

　
考
古
学
と
文
献
史
学
の
断
絶
が
な
く

両
方
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
、
大
学
の
先
生
か
ら
高
く
評
価
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
方
々
か
ら
も
、
わ

か
り
や
す
い
と
好
評
で
し
た
。

夢 追 人 夢 追 人 

ら
お
う
と
手
続
き
を
し
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
で
、
思
い
が
け
ず
山
口
県
神
社
庁

か
ら
感
謝
状
を
い
た
だ
き
、
そ
の
お
返

し
に
と
思
い
、
大
井
八
幡
宮
の
歴
史
を

ま
と
め
て
み
ま
し
た
。

　
ま
た
、
昔
か
ら
歴
史
が
好
き
で
、
断

片
的
に
な
っ
て
い
る
地
方
史
を
、
古
代

か
ら
現
代
ま
で
つ
な
げ
て
「
ふ
る
さ
と

大
井
」
の
す
ば
ら
し
い
歴
史
を
明
ら
か

に
し
、
書
き
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
の

で
す
。

●
こ
の
本
を
執
筆
さ
れ
た
き
っ
か
け

は
？

　
大
井
八
幡
宮
に
は
貴
重
な
古
文
書
が

多
く
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
管
理
が
難
し

い
た
め
、
市
の
文
化
財
に
指
定
し
て
も

●
こ
れ
か
ら
の
目
標
は
？

　
実
は
こ
の
本
の
中
に
も
、
短
歌
や
俳

句
を
随
所
に
入
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

今
度
は
新
聞
に
投
稿
し
て
入
選
し
た
短

歌
や
俳
句
を
集
め
て
、
エ
ッ
セ
ー
も
つ

け
て
出
版
し
た
い
で
す
。

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　
昭
和
７
年
生
ま
れ
。
平
成
５
年
明
経

中
学
校
長
を
最
後
に
教
職
を
退
く
。
趣

味
は
考
古
学
、
短
歌
、
俳
句
。
萩
市
大

井
坂
本
在
住
。

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト
の

　
　
　
　
お
知
ら
せ
！

　
幕
末
の
志
士
、
高
杉
晋
作
の
生
涯
と

改
革
へ
の
思
い
を
描
い
た
「
面
白
き
こ

と
も
な
き
世
を
面
白
く
ー
高
杉
晋
作

が
語
る
幕
末
の
ひ
び
き
」（
Ａ
５
判
、

１
５
６
Ｐ
）
を
下
関
市
在
住
の
郷
土
史

家
、
野
村
武
史
さ
ん
が
自
費
出
版
し
ま

し
た
。

　

野
村
さ
ん
は
、「
晋
作
は
感
性
豊
か

で
、
思
っ
た
こ
と
を
す
ぐ
行
動
に
移
す

行
動
力
が
あ
る
人
で
す
。
維
新
の
時
代

と
現
代
を
重
ね
、
晋
作
の
思
想
に
現
在

の
混
迷
か
ら
抜
け
出
す
ヒ
ン
ト
を
見
い

だ
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
出
版
の
動
機

を
話
し
て
い
ま
す
。

　
晋
作
が
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
一

人
称
で
語
る
文
体
で
歴
史
を
な
ぞ
り
、

各
章
の
末
尾
に
は
「
晋
作
さ
ん
へ
の
質

問
コ
ー
ナ
ー
」と
題
し
て
貿
易
自
由
化
、

教
育
な
ど
現
代
の
問
題
に
晋
作
が
答
え

る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

教
育
問
題
で
は
、「
学
校
任
せ
の
教

育
か
ら
、
家
庭
・
家
族
が
中
心
に
な
っ

た
絆
を
大
切
に
す
る
教
育
を
取
り
入
れ

な
く
て
は
21
世
紀
に
生
き
る
人
材
は
育

た
な
い
」と
晋
作
に
語
ら
せ
て
い
ま
す
。

定　
価　
一
部
２
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ　

野
村
さ
ん

（
０
８
３
２・５
２・５
４
４
６
）
へ

■
平
成
版
「
松
下
村
塾
」
を
開
講  

　
教
育
問
題
に
関
心
の
あ
る
野
村
武
史

さ
ん
が
発
起
人
と
な
り
、
勤
務
先
の
西

日
本
国
際
交
流
推
進
協
会
（
下
関
市
）

の
主
催
に
よ
り「
山
口
県
平
成
維
新
塾
」

を
開
講
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
山
口
県
で

活
躍
す
る
国
際
人
を
養
成
す
る
こ
と
を

目
的
に
、講
師
は
外
務
省
の
大
使
等
で
、

参
加
者
は
国
連
英
語
検
定
試
験
Ｂ
級
の

面
白
き
こ
と
も
な
き
世
を
面
白
く
ー
高
杉
晋
作
が
語
る
幕
末
の
ひ
び
き

　
　
　
　
　
　
　

野
村
武
史
さ
ん
（
下
関
市
・
萩
高
７
期
卒
）

　
今
回
紹
介
し
た
斉
藤
定
さ
ん
の
「
こ

の
石
か
ら
は
じ
ま
る　
大
井
八
幡
宮
覚

書
」
を
、
抽
選
で
３
名
の
方
に
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
ま
す
。
ハ
ガ
キ
に
住
所
、氏
名
、

萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
感
想
を
記
入
の
う

え
、
〒
７
５
８
ー
８
５
５
５　
萩
市
役

所
広
報
課
内　
萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会

へ
。
締
切
は
３
月
26
日（
必
着
）で
す
。

た
く
さ
ん
の
ご
応
募
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
当
選
者
の
発
表
は
発
送
を

も
っ
て
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

取
得
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
版
の
明
治
維
新
を
担
う
人
材
育

成
を
目
指
し
て
名
付
け
た
「
維
新
塾
」

は
松
下
村
塾
が
活
動
し
た
期
間
２
年
９

か
月
を
期
間
と
し
、
下
関
市
山
口
県
国

際
総
合
セ
ン
タ
ー（
海
峡
メ
ツ
セ
下
関
）

で
今
年
１
月
16
日
か
ら
毎
月
１
度
、
計

30
回
開
か
れ
ま
す
。
受
講
生
に
は
塾
終

了
後
、
３
年
間
は
県
内
を
本
拠
地
に
し

て
、
国
際
交
流
、
国
際
会
議
誘
致
等
の

活
動
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

外
務
省
外
郭
団
体

　

西
日
本
国
際
交
流
推
進
協
会

（
０
８
３
２・
５
２・
５
４
４
６
）
担
当

／
野
村　

  

販　
売　
萩
市
大
井
公
民
館
・

２
８・０
２
１
３
、２
８・０
０
０
４

出
羽
へ
事
前
に
確
認
の
こ
と

定　
価　
２
０
０
０
円

野村武史氏

「面白きこともなき世
を面白く」表紙

（12）



（13）

山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
だ
よ
り   

　
萩
焼
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
新
説
を

展
開
し
た
歴
史
書
「
萩
焼
の
ル
ー
ツ

を
訪
ね
て  

李
勺
光
と
李
敬
の
い
た

風
景
」（
Ｂ
６
判
、
３
７
４
Ｐ
）
を

萩
市
東
田
町
の
会
社
役
員
、
渡
辺
茂

樹
さ
ん
が
出
版
し
ま
し
た
。
３
月
１

日
か
ら
全
国
で
発
売
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
で
毛
利
輝

元
が
朝
鮮
半
島
か
ら
連
れ
て
き
た
陶

工
の
李
勺
光
と
李
敬
兄
弟
に
よ
っ
て
始

ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
萩
焼
の
ル
ー
ツ

に
つ
い
て
、
古
文
書
解
読
と
現
地
調
査

か
ら
推
理
を
積
み
重
ね
、
萩
焼
の
歴
史

に
つ
い
て
定
説
を
覆
し
た
仮
説
を
立
て

ま
し
た
。

　
本
で
は
、
萩
焼
の
故
郷
を
井
戸
茶
碗

を
焼
い
た
と
す
る
韓
国
慶
尚
南
道
河
東

郡
辰
橋
面
白
蓮
里
な
ど
の
古
窯
跡
と
特

定
す
る
ほ
か
、李
勺
光
は
李
朝
の
武
人・

李
光
岳
で
、
李
敬
は
晋
州
の
地
方
長
官

だ
っ
た
李　
の
名
を
名
乗
っ
た
陶
工
で

あ
り
２
人
は
兄
弟
で
な
か
っ
た
と
推
論

し
て
い
ま
す
。 

　
渡
辺
さ
ん
は
「
萩
焼
の
歴
史
を
裏
付

け
る
史
料
が
少
な
い
中
で
仮
説
を
実
証

萩
焼
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て　

李
勺
光
と
李
敬
の
い
た
風
景

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
辺
茂
樹
さ
ん
（
萩
市
東
田
町
）   

　
萩
焼
の
ル
ー
ツ
・
韓
国
の
若
手
陶
芸

家
、
権
純
呈
（
ク
ォ
ン・ス
ン
ジ
ュ
ン
）

さ
ん
の
個
展
が
２
月
萩
市
民
館
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
権
さ
ん
は
、
国
立
ソ
ウ
ル
産
業
大
学

校
の
大
学
院
で
陶
芸
を
専
攻
、
日
韓
文

化
交
流
と
焼
物
研
究
の
た
め
萩
市
民
有

志
の
招
き
で
昨
年
３
月
に
来
日
。
萩
や

福
栄
村
の
窯
元
で
研
修
を
し
て
き
ま
し

た
。
３
月
上
旬
に
帰
国
す
る
た
め
、
約

一
年
間
の
活
動
の
締
め
く
く
り
と
し

て
、
白
く
化
粧
を
施
す
韓
国
伝
統
の
粉

陶
芸
を
通
し
て
日
韓
文
化
交
流　

　
　

韓
国
の
若
手
陶
芸
家　

権
純
呈
（
ク
ォ
ン
・
ス
ン
ジ
ュ
ン
）
さ
ん  

☆
中
国
陶
磁
の
至
宝
ー
英
国
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

４
月
10
日
（
土
）
〜
６
月
13
日
（
日
）

　
中
国
陶
磁
史
の
研
究
家
と
し
て
も
著

名
な
英
国
の
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
・
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
卿
が
半
生
を
か
け
て
収
集
し

た
中
国
陶
磁
器
の
名
品
１
４
０
０
点
の

中
か
ら
、
宋
・
元
時
代
を
中
心
に
明
・

清
時
代
を
加
え
た
約
80
点
の
代
表
的
作

品
を
展
示
。

☆
神
品
と
よ
ば
れ
た
や
き
も
の
｜
宋
磁
展

６
月
20
日
（
日
）
〜
８
月
15
日
（
日
） 

　
北
宋
や
南
宋
の
官
窯
、
汝
窯
、
越
州

窯
、
耀
州
窯
、
龍
泉
窯
の
青
磁
、
定

窯
の
白
磁
、
釣
窯
の
紫
紅
釉
・
月
白

釉
、
景
徳
鎮
の
青
白
磁
な
ど
宋
時
代
の

多
種
多
様
な
作
品
を
国
内
外
の
優
品
約

１
０
０
点
で
展
示
構
成
。

☆
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
所
蔵
浮
世
絵

名
品
展

８
月
21
日
（
土
）
〜
９
月
19
日
（
日
）

　
ア
メ
リ
カ
屈
指
の
洗
練
さ
れ
た
浮
世

絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
有
す
る
、
ブ
ル
ッ

ク
リ
ン
美
術
館
の
所
蔵
品
の
中
か
ら
、

春
信
、
清
長
、
歌
麿
、
北
斎
、
広
重
、

写
楽
な
ど
代
表
的
絵
師
を
網
羅
す
る
作

青
砂
器
（
プ
ン
チ
ョ
ン
サ
ギ
）
の
技
法

に
、
萩
焼
の
技
法
を
取
り
入
れ
た
食
器

や
酒
器
な
ど
１
２
０
点
を
萩
市
民
館
で

展
示
し
ま
し
た
。

　

権
さ
ん
は
、「
萩
の
み
な
さ
ん
に
は

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
萩
は
海

や
山
、
川
に
囲
ま
れ
景
色
が
き
れ
い
な

の
が
印
象
的
。
作
品
も
韓
国
以
外
の
土

を
使
っ
て
自
分
な
り
に
表
現
で
き
視
野

が
広
が
り
ま
し
た
。
帰
国
し
た
ら
故
郷

の
南
楊
州
市
で
独
立
し
た
窯
を
開
き
た

い
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

萩　芸術・文芸の広場

右から権さん、野村萩市長
渡辺茂樹氏

す
る
の
は
難
し
い
が
、
暴
論
と
言
わ
れ

な
い
よ
う
に
可
能
な
限
り
の
根
拠
は
示

し
た
。
歴
史
ロ
マ
ン
と
し
て
推
理
小
説

を
手
に
す
る
よ
う
な
気
持
ち
で
読
ん
で

も
ら
え
れ
ば
」
と
話
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
渡
辺
さ
ん

（
０
８
３
８・２
２・０
９
３
２
）
へ一部 1800 円、講談社

出版サービスセンター

平
成
11
年
度
の
企
画
展

品
約
１
２
０
点
を
展
示
。

☆
よ
み
が
え
る
漢
王
朝
展

10
月
７
日
（
木
）
〜
11
月
28
日
（
日
）

　
中
国
社
会
科
学
院
考
古
研
究
所
と
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
が
共
同
発
掘
し

た
漢
時
代
の
長
安
城
の
文
物
の
他
、
徐

州
「
楚
王
墓
」
な
ど
中
国
各
地
で
出
土

し
た
質
の
高
い
文
物
約
１
０
０
点
を
展

示
。

☆
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
展

12
月
４
日
（
土
）
〜
１
月
９
日
（
日
） 

　
毎
年
、
全
国
で
１
万
件
以
上
の
発
掘

調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
広
く
国

民
が
実
際
に
見
る
機
会
は
極
め
て
少
な

い
。
そ
こ
で
、
文
化
庁
が
主
催
し
、
近

年
注
目
さ
れ
た
出
土
品
を
全
国
的
に
集

め
て
展
示
し
、
埋
蔵
文
化
財
に
親
し
ん

で
も
ら
お
う
と
す
る
も
の
。

☆
黄
河
の
酒
神
展

12
月
４
日
（
土
）
〜
１
月
９
日
（
日
） 

１
月
15
日
（
土
）
〜
３
月
20
日
（
月
） 

　

シ
リ
ー
ズ
山
東
文
物
の
第
２
弾
目
。

中
国
龍
山
文
化
〜
漢
時
代
ま
で
の
酒
器

や
醸
造
貯
蔵
に
用
い
た
容
器
約
70
点
を

集
め
て
展
示
。
黒
陶
、
彩
陶
、
青
銅
器

を
中
心
と
し
て
黄
河
文
化
に
お
け
る
酒

の
文
化
を
紹
介
。

萩
市
平
安
古
５
８
６
ー
１

（
０
８
３
８・２
４・２
４
０
０
） 

〇
開
館
時
間
／
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
入
館
は
午
後
４
時
30
分
ま
で
）

〇
休
館
日
／
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は

そ
の
翌
日
） 

桃花紅釉 瓶
Percival  David
ⓒ Foundation



■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
ウ
ッ
ド
・
フ
ァ
イ
ヤ
ー
・
コ
ン
フ
ェ

レ
ン
ス
展

　
萩
焼
作
家
・
濱
中
月
村
の
作
品
が
展

示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
１
日
（
土
）
〜
５
月
21

日
（
金
）

と
こ
ろ　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ロ
ー
ン

市◇
中
日
書
法
芸
術
交
流
会
展
（
陶
芸
部

門
）

　
萩
焼
作
家
・
濱
中
月
村
の
作
品
が
展

示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
10
日
（
月
）
〜
５
月
16

日
（
日
）

と
こ
ろ　
中
国
北
京
市
・
中
国
歴
史
博

物
館

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
陶
・
三
輪
栄
造
展

と　
き　
４
月
２
日
（
金
）
〜
４
月
８

日
（
木
）

と
こ
ろ　
山
形
市
・
松
坂
屋

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
守
繁
栄
徹
・
徹
親
子
展

と　
き　
４
月
１
日
（
木
）
〜
４
月
６

◇
陶
芸
の
現
在
ー
土
の
形
態
学

　
萩
焼
作
家
・
三
輪
和
彦
の
作
品
が
展

示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
13
日
（
木
）
〜
５
月
18

日
（
火
）

と
こ
ろ　
東
京
都
中
央
区
・
日
本
橋
高

島
屋

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
人
間
国
宝・三
輪
休
雪
と
三
輪
栄
造・

和
彦
展

と　
き　
３
月
23
日
（
火
）
〜
３
月
29

日
（
月
）

と
こ
ろ　
広
島
市
中
区
基
町
・
広
島
そ

ご
う

◇
内
村
幹
雄
作
陶
展

と　
き　
４
月
23
日
（
金
）
〜
４
月
28

日
（
水
）

と
こ
ろ　
広
島
市
中
区
八
丁
堀
・
天
満

屋
７
Ｆ
美
術
画
廊

◇
守
繁
栄
徹
古
希
展

と　
き　
５
月
20
日
（
木
）
〜
５
月
25

日
（
火
）

と
こ
ろ　
出
雲
市
今
市
町
・
出
雲
一
畑

百
貨
店

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

　
ー
海　

外
ー

　
ー
関
西
地
区
ー

　
ー
中
国
地
区
ー

　
ー
山
口
県
関
係
ー

（14）

　
ー
東
海
地
区
ー

日
（
火
）

と
こ
ろ　
新
潟
市
古
町
・
新
潟
大
和

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
萩
焼
・
赤
間
硯
伝
統
工
芸
新
作
展

　
萩
焼
作
家
・
人
間
国
宝
・
三
輪
休
雪
、

岡
田
裕
、兼
田
三
左
エ
門
、兼
田
圭
炎
、

厚
東
建
信
、
坂
高
麗
左
衛
門
、
玉
村
登

陽
、
止
原
伸
郎
、
納
冨
晋
、
野
坂
康
起
、

野
坂
和
左
、波
多
野
善
蔵
、松
村
拓
夫
、

三
輪
栄
造
、
山
影
陶
道
の
作
品
が
展
示

さ
れ
ま
す
。

と　
き　
３
月
16
日
（
火
）
〜
３
月
22

日
（
振
休
）

と
こ
ろ　
横
浜
市
西
区
・
横
浜
そ
ご
う

６
Ｆ
美
術
画
廊

◇
日
本
現
代
工
芸
美
術
展

　
萩
焼
作
家・田
中
克
敏
、
田
中
秀
男
、

中
村
真
一
、
吉
賀
將
夫
の
作
品
が
展
示

さ
れ
ま
す
。

と　
き　
３
月
26
日
（
金
）
〜
４
月
４

日
（
日
）

と
こ
ろ　
東
京
都
台
東
区
上
野
・
東
京

都
美
術
館

◇
第
５
回
游
茗
会

　
萩
焼
作
家
・
三
輪
和
彦
の
作
品
が
展

示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
３
月
30
日
（
火
）
〜
４
月
５

日
（
月
）

と
こ
ろ　

東
京
都
中
央
区
・
日
本
橋
三

越

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
萩
３
人
展

　

萩
焼
作
家
・
岡
田
裕
、
兼
田
昌
尚
、

田
原
陶
兵
衛
の
作
品
が
展
示
さ
れ
ま

す
。

と　
き　
４
月
５
日
（
月
）
〜
４
月
16

日
（
金
）

と
こ
ろ　
名
古
屋
市
中
区
栄
町
・
サ
ン

ギ
ャ
ラ
ー
「
住す
み
え恵

」

■
大
阪
指
月
会

　
大
阪
指
月
会
総
会
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ん
の
参
加
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
楽
し
い
ひ
と
と

き
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

と　
き　
４
月
25
日
（
日
）
正
午
〜

と
こ
ろ　

大
阪
市
北
区
芝
田
３
丁
目

「
大
阪
弥
生
会
館
」

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
’99
現
代
陶
芸
７
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展

　
萩
焼
作
家
・
三
輪
龍
作
の
作
品
が
展

示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
７
日
（
金
）
〜
５
月
24

日
（
月
）

と
こ
ろ　
大
阪
府
守
口
市
川
原
町
・
京

阪
百
貨
店
７
Ｆ
京
阪
ギ
ャ
ラ
リ
ー

月
22
日
は
開
館
、
翌
23
日
休
館
。

■
毛
利
博
物
館
企
画
展
「
端
午
」

　
若
殿
所
用
の
「
朝
顔
小
道
具
」
に
よ

る
端
午
飾
り
を
中
心
に
、
甲
冑
・
刀
剣

な
ど
の
武
具
、お
よ
び
円
山
応
挙
筆「
鯉

図
」・
趙
秩
筆
「
寿
老
花
鳥
図
」
な
ど

を
展
示
し
ま
す
。

と　
き　
４
月
28
日
（
水
）
〜
５
月
30

日
（
日
）

と
こ
ろ　
防
府
市
多
々
良
・
毛
利
博
物

館入
館
料　
大
人
７
０
０
円
、
小
中
学
生

３
５
０
円

※
毎
週
月
曜
日
は
休
館
日
。
た
だ
し
、

月
曜
日
が
祝
日
・
振
替
休
日
の
場
合
は

翌
日
が
休
館
。

■
１
９
９
９
年
「
リ
ズ
ム
・
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
発
表
会
＆
交
流
会
」

　

秋
吉
台
国
際
芸
術
村
で
は
、
３
月

16
日
か
ら
20
日
ま
で
１
９
９
９
年
リ
ズ

ム
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
現
代
を
楽
し

く
活
か
す
リ
ズ
ム
感
」
を
開
催
さ
れ
ま

す
。こ
の
期
間
中
に
、次
の
と
お
り
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
一
般
公
開
と
交
流
会
が

行
わ
れ
ま
す
。

と　
き　
３
月
19
日
（
金
）
午
後
６
時

30
分
〜

と
こ
ろ　
秋
芳
町
秋
吉
台
・
秋
吉
台
国

際
芸
術
村

交
流
会

と　

き　

３
月
19
日
（
金
）
午
後
８
時

〜と
こ
ろ　
秋
芳
町
秋
吉
台
・
秋
吉
台
国

際
芸
術
村
内
レ
ス
ト
ラ
ン

交
流
会
参
加
費　

一
般
２
０
０
０
円
、

学
生
１
０
０
０
円

■
毛
利
博
物
館
企
画
展
「
お
雛
さ
ま
」

　
毛
利
家
が
代
々
伝
え
て
き
た
雛
人
形

の
う
ち
、
江
戸
時
代
後
半
に
流
行
し
た

次
郎
左
衛
門
雛
に
、
雅
楽
を
奏
す
る
五

体
の
楽
人
人
形
を
配
し
た
段
飾
り
を
中

心
と
し
て
、
か
つ
て
の
毛
利
家
の
ひ
な

祭
り
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
品
々
を
展
示

し
ま
す
。
総
数
約
４
８
０
点
。

と　
き　
４
月
４
日
（
日
）
ま
で

と
こ
ろ　
防
府
市
多
々
良
・
毛
利
博
物

館入
館
料　
大
人
７
０
０
円
、
小
中
学
生

３
５
０
円

※
毎
週
月
曜
日
は
休
館
日
。
た
だ
し
３

　
ー
東
北
地
区
ー

　
ー
北
陸
地
区
ー

　
ー
関
東
地
区
ー



　
ー
萩
市
関
係
ー

（15）

■「松下村塾の明治維新」−近代日本を支えた人びと−　海原　
徹著　ミネルヴァ書房
　松下村塾で学んだ百数十名の人びとが幕末・維新の激動期を
いかに生きたのか。無名の市井人たちを含め、資料や村塾関係
者の証言から研究する。本書は、村塾教育を松陰時代にとどめ
るのではなく、明治 25 年の閉塾へ及ぶ時期にまで拡大して、そ
こでの人間形成を制度的学校との対比で描き出す。「吉田松陰と
松下村塾」「松下村塾の人びと」に続く三部作完結編。
価　格　７０００円（税別）
■「吉田松陰・会津を行く」　滝沢洋之著　歴史春秋出版
　改題「吉田松陰の東北紀行」の再販。時代に先駆けて烈しく
生きた吉田松陰。その松陰の目には東北は、会津はどの様に映っ
ただろうか。会津若松市史編さん委員で福島県立会津女子高の
滝沢洋之教諭が、同じ厳冬期に松陰が歩いた道を辿り、松陰の
思想と行動にふれる旅をした松陰紀行。
価　格　２０００円（税込）
問い合わせ　滝沢洋之（０２４２・２６・８６５９）
■「萩市郷土博物館研究報告第９号」　萩市郷土博物館
　萩 城

じょうかまち
下 街 割

わり
原
げんぴょう

標 石
せき

設置の謎、金谷天満宮造替に伴う
礫
れきせききょう

石 経の埋納、鱶
ふか

延
はえなわ

縄漁と萩地方漁船の朝鮮半島への出漁、

ー 書 籍 紹 介 ー

■
萩
焼
作
家
の
個
展

◇
濱
中
月
村　
花
の
器
展

と　
き　
４
月
15
日
（
木
）
〜
４
月
18

日
（
日
）

と
こ
ろ　
下
松
市
山
田
浴
条
・
華
の
う

つ
わ

※
濱
中
月
村
の
器
を
使
用
し
た
お

茶
と
お
菓
子
の
接
待
も
あ
り
ま
す

（
２
０
０
０
円
）。

◇
第
８
回
山
口
県
日
展
会
展

　
萩
焼
作
家・田
中
克
敏
、
田
中
秀
男
、

中
村
真
一
、
松
野
龍
司
、
吉
賀
將
夫
の

作
品
と
萩
市
在
住
の
書
家
・
小
倉
窓
筧

の
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
５
月
５
日
（
祝
）
〜
５
月
16

日
（
日
）

と
こ
ろ　
下
関
市
・
下
関
大
丸
７
Ｆ
文

化
ホ
ー
ル

◇
陶
・
三
輪
栄
造
展

と　
き　
５
月
21
日
（
金
）
〜
５
月
27

日
（
木
）

と
こ
ろ　

下
関
市
・
下
関
大
丸
美
術
画

廊■
ほ
っ
と
ビ
レ
ッ
ジ
美
東
の
３
人
の
展

　
萩
市
在
住
の
切
り
絵
作
家
・
上
田
豊

治
の
作
品
と
、
蔵
貫
信
の
絵
画
作
品
が

展
示
さ
れ
ま
す
。

と　
き　
３
月
６
日（
土
）〜
14
日（
日
）

と
こ
ろ　
美
祢
郡
美
東
町
赤
・
ペ
ン
シ
ョ

ン
ほ
っ
と
ビ
レ
ッ
ジ
美
東

■
萩
工
業
高
等
学
校
第
34
回
か
ら
た
ち

会
総
会

　
第
34
回
か
ら
た
ち
会
の
総
会
を
次
の

と
お
り
開
催
し
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ん

の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
楽
し

い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
当

日
の
飛
び
入
り
も
歓
迎
し
ま
す
。

と　
き　
５
月
８
日
（
土
）
午
後
６
時

30
分
〜

と
こ
ろ　
萩
工
業
高
等
学
校
体
育
館

■
萩
の
早
春
の
味
を
楽
し
む
「
し
ろ
魚

ま
つ
り
」

と　
き　
３
月
14
日
（
日
）

と
こ
ろ　
萩
市
新
川
・
Ｊ
Ｒ
東
萩
駅
前

広
場

内　

容　

し
ろ
魚
お
ど
り
食
い
（
無

料
）、し
ろ
魚
グ
ル
メ
、四
手
網
漁
体
験
、

郷
土
芸
能
披
露
な
ど

（
本
号
２
Ｐ
を
参
照
）

■
萩
の
新
酒
と
肴
を
味
わ
う
「
萩
の
酒

ま
つ
り
」

と　
き　
３
月
20
日
（
土
）

と
こ
ろ　
萩
市
堀
内・千
春
楽
別
館「
味

楽
亭
」

内　
容　
萩
地
方
の
新
酒
と
北
浦
の
鮮

魚
・
水
産
加
工
等
の
味
を
楽
む

（
本
号
２
Ｐ
を
参
照
）

■
土
と
生
命
の
炎
が
織
り
成
す
陶
芸
の

祭
典
「
萩
焼
ま
つ
り
」

と　
き　
５
月
１
日
（
土
）
〜
５
月
５

日
（
祝
）

と
こ
ろ　
萩
市
・
萩
市
民
体
育
館

内　
容　
萩
焼
即
売
、
ロ
ク
ロ
体
験
と

作
陶
指
導
ほ
か

（
本
号
３
Ｐ
を
参
照
）

■
茶
の
湯
の
文
化
を
今
に
「
萩
・
大
茶
会
」

　
市
内
各
流
派
が
一
堂
に
集
い
、
茶
の

湯
の
文
化
を
披
露
し
ま
す
。

と　
き　
５
月
３
日（
祝
）〜
４
日（
振

休
）

■
「
お
は
よ
う
日
本
」
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合

　

月
〜
金
曜
日
の
朝
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

ニ
ュ
ー
ス
ワ
イ
ド
で
お
馴
染
み
の

「
お
は
よ
う
日
本
」
の
番
組
の
中
で
、

萩
市
越
ヶ
浜
虎
ヶ
崎
の
椿
群
生
林
が

全
国
に
生
中
継
さ
れ
ま
す
。

放
映
予
定
日　
３
月
11
日
（
木
）
午

前
６
時
30
分
〜
、
７
時
40
分
〜
（
中

国
地
区
）、
７
時
55
分
〜

■
水
曜
ド
ラ
マ
の
花
束
「
陶
芸
青
春

記　
緋
が
走
る
」　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合

　

人
気
劇
画
「
緋
が
走
る
」
の
ド

ラ
マ
化
。
萩
を
舞
台
に
、
陶
芸
の

究
極
美
に
挑
戦
す
る
若
い
女
性
の

姿
に
、
青
春
模
様
を
織
り
ま
ぜ
描

い
た
陶
芸
ド
ラ
マ
で
す
（
本
号
８

Ｐ
を
参
照
）。

出
演　
田
中
美
里
ほ
か
。

放
映
予
定
日　

４
月
７
日
（
水
）

か
ら
毎
週
水
曜
日
（
全
６
回
）
午

後
10
時
〜
10
時
45
分

と
こ
ろ　
萩
城
跡
指
月
公
園
，
旧
厚
狭

毛
利
家
萩
屋
敷
長
屋

茶
券
料　
前
売
券
＝
セ
ッ
ト（
４
席
券
）

２
０
０
０
円
、
１
席
券
６
０
０
円　
当

日
券
＝
１
席
券
６
５
０
円

（
本
号
３
Ｐ
を
参
照
）

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
萩
市
経
済

部
観
光
課
内
萩
・
大
茶
会
実
行
委
員
会

（
０
８
３
８
３・２
５・３
１
３
１
）

　

テ
レ
ビ
情
報

新収蔵資料久坂玄瑞と高杉晋作の書簡の紹介、大島の樹木の調査報
告、櫃島・尾島の陸産貝の調査報告、萩関係明治維新人物生没年一
覧を収載。
価　格　５００円（別途送料１８０円）
問い合わせ　萩市郷土博物館（０８３８・２５・６４４７）
■「面白きこともなき世を面白く−高杉晋作が語る幕末のひびき」
　野村武史著　　　　本号 12 Ｐを参照。
■「萩焼のルーツを訪ねて　李勺光と李敬のいた風景」　渡辺茂
樹著　　　　本号 13 Ｐを参照。
価　格　１８００円（税別）
■「レタスクラブ」３月号
　女性に人気のあるレタスクラブ３月号に、萩の特集が組まれて
います。萩焼窯元の紹介のほか、ギャラリーや萩の料理などカラー
写真を用いて紹介されています。
価格　２６０円（税込）
■「Ｌ＆Ｇ」２月号
　ＪＲ新幹線グリーン車で無料配布されている「Ｌ＆Ｇ」２月号
で「萩・津和野〜文武に目覚めた城下町」を特集しています。写
真は写真家立木義浩が撮影しています。



　
元
治
元
年
（
１
８
６
４
）
の
禁
門
の
変
、明
治
元
年
（
１
８
６
８
）

の
戊
辰
戦
争
で
、
会
津
と
萩
は
激
し
い
戦
い
を
繰
り
広
げ
、
お
互

い
に
敗
者
・
勝
者
の
立
場
を
そ
れ
ぞ
れ
経
験
し
ま
し
た
。
特
に
、

戊
辰
戦
争
で
の
会
津
の
敗
戦
と
、
そ
の
後
の
処
置
が
両
者
の
間
に

し
こ
り
を
残
し
、
い
ま
だ
に
そ
の
溝
は
埋
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
会
津
と
萩
が
敵
対
関
係
と
な
る
禁
門
の
変
勃
発
の

き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
文
久
３
年
（
１
８
６
３
）
の
８
月
18
日
の

政
変
以
前
、
会
津
と
萩
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
数
回
の
連
載
で
、
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
会
津

と
萩
と
の
交
流
の
歴
史
を
垣
間
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
天
保
14
年
（
１
８
４
３
）
８
月
23
日
、
萩
藩
は
会
津
藩
士
の
槍

術
家
志
賀
小
太
郎
を
江
戸
藩
邸
に
招
聘
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

志
賀
小
太
郎
は
文
化
10
年
（
１
８
１
３
）
生
ま
れ
、
宝
蔵
院
流
槍
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幕
末
・
維
新　
こ
ぼ
れ
話

志 賀 小 太 郎 の 墓

会 津 と 萩 の 交 流 史
（ 1 ）

〜 会 津 藩 士 志 賀 小 太 郎 の
　 　 　 　 江 戸 藩 邸 へ の 招 聘 〜

（16）

半
蔵
（
宝
蔵
院
流
）、
小
幡
与
惣
（
宝
蔵
院
流
）
の
３
人
を
小
太
郎

に
入
門
さ
せ
ま
し
た
が
、
小
太
郎
が
江
戸
藩
邸
に
招
聘
さ
れ
た
こ

と
を
聞
き
付
け
、
萩
藩
士
の
中
に
は
急
遽
萩
か
ら
江
戸
に
出
て
、

小
太
郎
に
つ
い
て
槍
術
を
稽
古
す
る
者
も
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど

小
太
郎
の
名
は
全
国
に
知
れ
渡
り
、
小
太
郎
に
師
事
し
て
稽
古
を

つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
望
む
者
が
多
か
っ
た
の
で
し
た
。
萩
藩
の

江
戸
藩
邸
で
の
武
術
の
稽
古
は
、
毎
年
12
月
20
日
に
終
了
す
る
の

が
慣
例
で
し
た
が
、
盛
り
上
が
る
藩
士
た
ち
の
稽
古
熱
を
受
け
て
、

今
回
は
特
別
に
延
期
さ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

　

小
太
郎
は
槍
術
だ
け
で
な
く
、
兵
学
を
講
ず
る
な
ど
文
武
兼

備
の
士
と
し
て
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
嘉
永
３
年

（
１
８
５
０
）
38
才
で
急
逝
し
ま
し
た
。
２
人
の
息
子
は
と
も
に
戊

辰
戦
争
で
戦
死
し
て
い
ま
す
。
筆
者
は
昨
年
９
月
、
会
津
を
訪
れ

た
際
に
小
太
郎
の
墓
に
詣
で
よ
う
と
大
窪
山
と
い
う
会
津
藩
士
た

ち
が
眠
る
墓
地
を
探
索
し
ま
し
た
が
、
夕
闇
と
墓
地
の
広
大
さ
の

た
め
、
つ
い
に
発
見
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
写
真
は
、
後
に
会
津

の
方
に
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
萩
市
郷
土
博
物
館　
樋
口
尚
樹

術
の
使
い
手
で
、
江
戸
で
「
鬼
の
小
太
郎
」
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
天
保
２
年
（
１
８
３
１
）
に
山
陽
・
西
海
諸
国
の
修

行
の
旅
に
出
、
萩
に
も
立
ち
寄
り
技
芸
を
試
み
ま
し
た
。
そ
の
時
、

村
田
清
風
は
そ
の
妙
技
を
称
賛
し
、
小
太
郎
に
一
詩
を
賦
し
て
贈

り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
早
く
か
ら
、
小
太
郎
の
名
声
は
萩
藩
に

も
聞
こ
え
て
い
た
の
で
す
。

　
天
保
14
年
は
萩
藩
の
天
保
改
革
の
一
環
と
し
て
、
村
田
清
風
の

提
唱
に
よ
り
萩
近
郊
の
羽
賀
台
（
現
、
阿
武
郡
福
栄
村
）
に
お
い

て
大
規
模
な
軍
事
演
習
が
実
施
さ
れ
た
年
で
す
。
そ
の
よ
う
な
時

に
、
小
太
郎
が
わ
ざ
わ
ざ
会
津
か
ら
招
聘
さ
れ
た
の
は
、
萩
藩
の

軍
事
力
を
強
化
す
る
た
め
、
藩
士
の
基
礎
訓
練
を
行
お
う
と
し
た

た
め
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
天
保
14
年
９
月
21
日
、
萩
藩
は
招
聘
を
請
う
正
式
な
文
書
を
会

津
８
代
藩
主
松
平
容
敬
に
提
出
し
、
10
月
９
日
小
太
郎
は
門
人
堀

機
三
郎
と
と
も
に
江
戸
藩
邸
に
到
着
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
他
藩

士
で
萩
藩
邸
に
来
て
小
太
郎
に
師
事
し
よ
う
と
し
た
り
、
小
太
郎

を
招
聘
し
よ
う
と
願
う
者
が
い
ま
し
た
が
、
萩
藩
で
は
す
べ
て
こ

れ
を
断
り
ま
し
た
。

　
萩
藩
で
は
、
藩
士
の
槍
術
家
横
地
長
左
衛
門
（
夢
想
流
）、
岡
部

Ｔｏｐｉｃｓ

　横浜市西区の「みなとみらい 21 横浜館」にある
放送ライブラリーで、見島の映像が公開されてい
ます。
　この放送ライブラリーは、ＮＨＫ及び民放各社
の優れた放送番組や社会・文化の記録として貴重
な価値を有する放送番組を体系的に収集・保存し
て（財）放送番組センターが一般公開しているも
のです。
　今回公開されることになった見島の映像は、見
島の漁業や農業、古くから伝わる見島独特の風習
などを紹介しているものです（ＮＨＫ教育で 1996
年 11 月に放送）。
場　所　横浜市西区みなとみらい１- １- ２横浜館
内　放送ライブラリー
※放送ライブラリーは、工事のため４月から横浜
市中区のクリーンセンタービル（桜木町駅より徒
歩５分）へ一時移転します。

（財）放送番組センター・放送ライブラリー（０４５・
２２３・２１１１）

ちょっと耳寄りな　は・な・し
放送ライブラリーで
　　　見島の映像を公開
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