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旧
年
は
、
尖
閣
諸
島
の
領
土
問
題
、

更
に
は
外
交
・
防
衛
な
ど
の
国
の
基
本

に
か
か
わ
る
事
象
の
問
題
が
続
出
し
、

経
済
も
デ
フ
レ
基
調
の
中
で
先
行
き
の

不
透
明
感
が
強
い
状
態
で
す
。

　

昨
年
末
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
歴
史
ド
ラ
マ
「
坂

の
上
の
雲
」
で
描
か
れ
た
、
列
強
の
強

圧
の
中
で
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
新
し
い

国
を
形
成
し
て
い
く
、
明
治
政
府
の
若

き
群
像
と
重
ね
合
わ
せ
て
ご
覧
に
な
ら

れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

　

地
方
も
多
く
の
課
題
・
問
題
が
山
積

し
て
い
ま
す
が
、
家
族
の
絆
も
、
地
域

の
連
帯
も
ま
だ
強
く
、
地
域
は
地
域
で

守
ろ
う
と
の
自
治
の
気
概
も
旺
盛
で
す
。

　

陸
路
の
整
備
は
、
藩
政
時
代
の
「
萩

往
還
」や
昭
和
初
期
か
ら
の
鉄
路
の「
小

萩
線
」
建
設
運
動
の
故
事
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
萩
の
悲
願
で
し
た
。
そ

の
願
い
を
実
現
す
る
「
小
郡
・
萩
地
域

高
規
格
道
路
」
が
一
部
で
は
あ
り
ま
す

が
、
い
よ
い
よ
開
通
し
ま
す
。
平
成
６

年
に
期
成
同
盟
会
を
立
ち
上
げ
、
萩
市

が
中
心
と
な
っ
て
整
備
促
進
の
運
動
を

続
け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
１
月
末
、
秋

吉
台
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
IC
）
の
開

設
、
５
月
に
は
絵
堂
IC
が
供
用
開
始
と

な
り
ま
す
。
中
国
縦
貫
道
と
接
続
し
、

高
速
道
を
通
し
て
各
地
と
の
時
間
距
離

が
相
当
短
縮
さ
れ
ま
す
。

　

今
ひ
と
つ
は
山
陰
自
動
車
道
で
す
。

そ
の
一
翼
を
担
う
萩
・
三
隅
道
路
も
、

秋
の
国
体
ま
で
に
は
、
明
石
〜
三
見
、

三
見
〜
椿
の
２
区
間
が
同
時
に
開
通
す

る
予
定
で
す
。
今
後
も
引
き
続
き
、
両

道
路
の
全
線
開
通
に
向
け
て
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

　

昨
秋
、
日
本
経
済
新
聞
の
何
で
も
ラ

ン
キ
ン
グ
の
特
集
の
中
で
「
散
策
し
た

い
歴
史
の
ま
ち
」
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
に

萩
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
企

画
で
は
、
い
つ
も
上
位
と
な
る
飛
騨
高

山
、
倉
敷
を
抜
い
て
全
国
一
と
な
り
ま

し
た
。「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
も

全
国
規
模
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

本
年
は
い
よ
い
よ
山
口
国
体
の
開
催

年
。
今
秋
は
柔
道
を
は
じ
め
４
種
目
と

ス
ポ
ー
ツ
行
事
と
し
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ

ル
フ
が
展
開
さ
れ
ま
す
。
引
き
続
き
開

催
さ
れ
る
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

と
も
併
せ
、
全
国
か
ら
訪
れ
る
選
手
お

よ
び
関
係
者
の
皆
さ
ん
を
萩
の
お
も
て

な
し
の
心
で
歓
迎
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

末
尾
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
年
の
皆

様
の
ご
多
幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
新
年

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
会
長

01０２

　２０１０年、萩に新たな魅力・話
題ある施設などがオープンしました。
では、萩の見どころをご紹介します。

11 月１日 運航開始（川上）
　川上地域の観光ワンプロジェクト
として、阿武川ダム湖の湖面か
ら景観を眺める遊覧船が運航。11
年は４月から 11 月に運航します。

10月15日 リニューアルオープン（椿）
　３月に萩と旭を繋ぐ萩有料道路が
念願の無料化。萩観光の玄関口に、
和・洋食レストランや農産物直売所
が完成しました。

９月 11 日 オープン（平安古町）
　萩焼発祥の地「萩」に、陶芸を専
門的に収集・展示する「陶芸館」が
開館。「三輪休雪のかたち」を展示中。

　高さ5.6 mの全国でも最大規模の
高札場を約 140 年ぶりに復原。藩
政時代には、庶民に藩の掟

おきて

や法
は っ と

度を
知らせる高札場や番所がありました。

　萩・三隅道路の明石パーキングに、
市内７か所目（一つの自治体として
は全国２番目の数）の道の駅がオー
プン。日本海を臨む風光明媚な景観
が楽しめます。

４月３日 オープン（三見明石）４月 28 日 復原
（唐樋町、田町商店街入口）
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11月31日 晋作公園に建立（呉服町）
　生誕の地・萩に初めて、晋作の銅像が晋作広場に完
成。除幕式にはＮＨＫ大河ドラマの高杉晋作役、俳優の
伊
い せ や

勢谷友介も参列。今では写真撮影ポイントになりました。

新萩図書館・児童館

　現在の図書館（江向）隣りに建設中で、県内最大級の
児童館を併設し、年中無休で、午前９時から午後９時ま
で開館します。中央公園そばにあり大空に広がる大屋根
と、天井の高いひろびろとした空間が特徴です。

２代目の陶器の像。初代は兵庫県神
戸市の湊川神社にあった
▷伊藤博文旧宅地（椎原）
　初代兵庫県知事を務めた伊藤の銅
像は、兵庫県神戸市の湊川神社に建
立されましたが、明治 39 年、日露
戦争のポーツマス条約に反対する民
衆によって銅像は引きずり落とされ
ました。その後、萩に移されました
が戦時中の金属供出で失われ、台座
のみ残りました。昭和 39 年、椎原
の伊藤博文旧宅地に、陶芸家、中野
霓
げいりん

林制作の萩焼の陶像が復元されま
した。台座は以前のもの。

伊藤 博文
初代内閣総理大臣

（1841 〜 1909）

東京指月会の要望で、東京都武蔵野
市の井の頭公園から
▷中央公園（江向）
　平成４年６月、山県有朋公の銅像
が、東京都井の頭公園からふるさと
萩へ移設されました。馬に乗った軍
服姿で、台座を含めると約 6m。長
崎の平和祈念像を制作した彫刻家、
北村西

せ い ぼ う

望の作品で、芸術的価値が高
いと戦後も壊されませんでした。東
京指月会の皆さんから“帰郷”を望
む強い要望があり、里帰りを実現。
今では中央公園のシンボルとなって
います。

山県 有朋
近代的陸軍制度を創設

（1838 〜 1922）

拓殖大学が校内の原像を複製し創立
100 年を記念して寄付
▷桂太郎旧宅（川島）
　総理在職 2,886 日の長期政権記
録を持つ桂は、人材の養成にも力
を注ぎ、1900（明治 33）年、現
在の拓殖大学にあたる台湾協会学
校を創設しました。拓殖大学が創
立 100 年を記念して 2000（平成
12）年、川島（藍場川沿い）の桂
太郎旧宅に建立しました。高さ約２
m。旧宅には、画家・黒田清輝によっ
て作成された肖像画と、中曽根康弘
が校歌を揮毫した石碑もあります。

桂 太郎
首相を三度務め、拓殖大学創設

（1847 〜 1913）

３月21日

　現在の見島総合センターは、急な坂を上った傾斜地にあ
りましたが、本村の定期船乗り場から徒歩約２分の場所へ
新築移転します。支所と公民館が一体となり、地理的にも
平坦なので足を運びやすく便利になります。体験宿泊コー
ナーや、見島の郷土や歴史を紹介するブースも設けます。

見島ふれあい
交流センター

３月19日

　大島中学校の敷地内に、小中学校併設の木造２階建て
の新校舎と、大島保育園、共同調理場が完成します。完
成の暁にはここが“日本一元気な島・大島”の教育の中
心となることでしょう。

大島小中学校
新校舎

３月20日
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萩
は
、
江
戸
時
代
の
城
下
町
絵
図
を
、

そ
の
ま
ま
地
図
と
し
て
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
「
ま
ち
」
で
す
。

　

そ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
城
下
町
が
、

大
き
く
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
今
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　

前
回
は
、「
鉄
道
」
が
萩
三
角
州
を

迂
回
敷
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
結
果

と
し
て
三
角
州
内
の
城
下
町
に
、
構
成

を
壊
す
よ
う
な
改
変
が
も
た
ら
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
「
災
い
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、

城
下
町
が
今
に
伝
え
ら
れ
た
ひ
み
つ
に

迫
り
ま
す
。

　

萩
の
「
ま
ち
」
で
は
、
人
工
の
溝
川

に
よ
る
三
角
州
内
の
排
水
や
、
洪
水
時

に
遊
水
池
と
な
る
広
い
低
湿
地
が
維
持

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
城
下
の
人

た
ち
の
組
織
的
な
水
防
活
動
な
ど
に
よ

り
、「
ま
ち
」
が
壊
滅
す
る
よ
う
な
大

水
害
を
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
も
か

も
を
焼
き
尽
く
す
よ
う
な
火
災
も
な
く
、

震
災
も
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、「
ま
ち
」
が
守

ら
れ
た
大
き
な
要
因
と
し
て
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
戦
災
を
被
ら
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
日
本
の
多
く

の
都
市
は
、
米
軍
に
よ
る
爆
撃
に
よ
っ

て
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
萩
の

「
ま
ち
」
は
、
幸
い
な
こ
と
に
空
襲
を

受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ

り
、城
下
町
を
起
源
と
す
る
「
ま
ち
」
は
、

フ
ル
セ
ッ
ト
と
い
え
る
ほ
ど
の
城
下
町

の
要
素
を
、
今
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
す
。

　

実
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
萩
は
場
合

に
よ
っ
て
は
空
襲
を
受
け
る
可
能
性
が

あ
っ
た
の
で
す
。

　

写
真
①
は
、
戦
後
明
ら
か
に
さ
れ
た

米
空
軍
の
資
料
で
す
。

　

戦
争
の
末
期
、
日
本
の
主
要
都
市
や

軍
事
拠
点
を
ほ
ぼ
破
壊
し
終
え
た
米
軍

は
、
続
い
て
日
本
の
中
小
都
市
の
爆
撃

を
計
画
し
ま
す
。
戦
争
の
継
続
を
、
よ

り
困
難
に
す
る
た
め
で
す
。

　

米
軍
で
は
、
爆
撃
計
画
を
立
案
す
る

際
に
、
人
口
な
ど
を
基
準
に
日
本
の

１
８
０
都
市
を
目
標
と
し
て
リ
ス
ト

ア
ッ
プ
し
ま
す
。
そ
の
都
市
の
中
の

１
５
７
番
目
に
萩
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
、
こ
の
資
料
は
示
し
て
い
ま
す
。

　

１
８
０
都
市
の
お
よ
そ
３
分
の
２
が
、

戦
争
終
結
ま
で
の
間
に
爆
撃
を
受
け
ま

す
。
も
し
、
戦
争
が
長
引
け
ば
、
目
標

に
あ
が
っ
て
い
る
萩
も
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
攻
撃
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
戦
争
終
結
に
よ
り
、
機
雷
投
下

や
艦
載
機
に
よ
る
機
銃
掃
射
な
ど
は
あ

り
ま
し
た
が
、
萩
は
爆
撃
を
免
れ
ま
し

た
。

　

写
真
②
は
、
米
軍
の
偵
察
機
が

撮
影
し
た
航
空
写
真
で
す
。
大
変

に
鮮
明
な
こ
の
写
真
は
、
昭
和
20
年

（
１
９
４
５
）
４
月
13
日
、
萩
三
角
州

上
空
３
万
２
０
０
０
フ
ィ
ー
ト
、
１
万

メ
ー
ト
ル
近
い
高
空
か
ら
撮
影
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　

萩
三
角
州
の
本
格
的
な
航
空
写
真
と

し
て
は
、
お
そ
ら
く
初
め
て
の
も
の
で

す
。

　

町
人
地
に
は
甍
が
連
な
り
、
か
つ
て

の
広
い
武
家
屋
敷
地
に
は
、
区
画
を
そ

の
ま
ま
に
夏
み
か
ん
畑
の
緑
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。
三
角
州
の
中
央
辺
り
の
低

湿
な
一
帯
に
は
、
広
々
と
し
た
農
地
が

拡
が
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
城
下

町
絵
図
そ
の
ま
ま
の
構
成
の
「
ま
ち
」

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

戦
に
よ
る
「
災
い
」
を
受
け
な
か
っ

た
こ
と
に
よ
り
、こ
の
類
稀
な
萩
の「
ま

ち
」
の
歴
史
的
環
境
や
自
然
環
境
は
守

ら
れ
た
の
で
す
。

①
萩
三
角
州
「
低
湿
地
」
を
開
発
し
て

「
ま
ち
」
の
近
代
化
が
図
ら
れ
た
こ
と
、

②
武
家
屋
敷
地
が
「
夏
み
か
ん
」
畑
と

し
て
利
用
し
続
け
ら
れ
た
こ
と
、
③
近

代
化
の
象
徴
で
あ
る
「
鉄
道
」
が
三
角

〜
大
き
な
災
い
を

被
ら
な
か
っ
た
城
下
町
〜

州
を
迂
回
し
て
敷
設
さ
れ
た
こ
と
、
④

そ
し
て
戦
災
な
ど
大
き
な
「
災
い
」
を

被
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
萩

の
「
ま
ち
」
が
守
ら
れ
た
こ
と
を
ご
紹

介
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
萩
の
人
々
は
、
城
下
町
を

起
源
と
す
る
「
ま
ち
」
を
、
当
た
り
前

の
よ
う
に
住
み
こ
な
し
な
が
ら
保
全
し

て
き
ま
し
た
。
ま
る
で
何
者
か
の
計
ら

い
で
あ
る
か
の
よ
う
な
偶
然
も
あ
り
ま

し
た
が
、「
ま
ち
」
の
魅
力
は
今
に
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、萩
の
人
々

は
、
今
も
こ
の
「
ま
ち
」
を
誇
り
に
し

続
け
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
世
の
移
り
変
わ
り
と
共
に
、

「
ま
ち
」
が
次
第
に
変
容
し
つ
つ
あ
る

の
も
事
実
で
す
。
変
わ
る
こ
と
は
、
あ

る
程
度
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
萩
ら
し
い
変
わ
り
方
は
あ

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
「
城
下
町
の
ひ
み
つ
」
連
載

が
、
萩
の
未
来
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い

た
だ
く
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

な
お
、
米
空
軍
の
資
料
や
戦
時
中
の

米
軍
撮
影
航
空
写
真
の
存
在
は
、
徳
山

工
業
高
等
専
門
学
校
の
工
藤
洋
三
教
授

の
調
査
研
究
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
資
料
類
も
工
藤
教
授
の
計

ら
い
で
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

記
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

萩
博
物
館
統
括
学
芸
員　

清
水
満
幸

　

萩
は
空
襲
を
受
け
る
可
能
性
が

　

あ
っ
た
!?

城
下
町
萩
を
未
来
に

写真①　戦後明らかにされた米空軍の資料
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在庫はわずかです。
購入を希望される方は1部500円（送
料込）で販売しますので、阿武町役場総
務課（08388・2・3111）までお早めに。

　
「
阿
武
町
・
宇
田
郷
が
亡
き
父
の

故
郷
で
す
が
、
幼
い
頃
遊
び
に
行
っ

た
思
い
出
が
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
絵
か

ら
飛
び
出
し
て
来
る
よ
う
な
懐
か
し

さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
過
ぎ
去
っ

た
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー
の
写
真
は
切
り

取
っ
て
壁
に
貼
っ
て
眺
め
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
今
後
も
素
敵
な
カ
レ
ン

ダ
ー
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」。
こ
れ

は
、
町
が
制
作
し
て
い
る
“
阿
武
町

ふ
る
さ
と
カ
レ
ン
ダ
ー
”
を
購
入
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
町
出
身
の
方
か

ら
の
ご
意
見
で
す
。

　

ふ
る
さ
と
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
町
民

の
方
に
は
町
の
良
さ
の
再
発
見
、
全

国
の
町
出
身
者
の
方
に
は
、
ふ
る
さ

と
阿
武
町
の
こ
と
を
懐
か
し
ん
で
い

た
だ
こ
う
と
毎
年
制
作
し
て
い
る
も

の
で
、
今
回
が
21
作
目
。
平
成
23
年

版
は
、「
ふ
る
さ
と
彩
時
記
」
を
テ
ー

マ
に
阿
武
町
の
“
と
っ
て
お
き
の
阿

武
町
”
で
“
き
れ
い
な
”
風
景
写
真

を
中
心
に
あ
た
た
か
で
心
の
な
ご
む

写
真
を
掲
載
。
今
回
は
、
阿
武
町
の

写
真
愛
好
家
が
集
ま
っ
て
結
成
し
た

あ
ぶ
フ
ォ
ト
倶
楽
部
の
会
員
が
撮
影

し
た
選
り
す
ぐ
り
の
写
真
と
阿
武
町

俳
句
協
会
の
会
員
が
制
作
し
た
す
ば

ら
し
い
俳
句
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

12
月
、
町
内
の
全
世
帯
と
全
国
か
ら

予
約
の
あ
っ
た
約
４
０
０
人
に
発
送

し
ま
し
た
。

　

９
月
18
、
19
日
、
埼
玉
県
で
開
催

さ
れ
た
20
歳
以
下
の
日
本
チ
ャ
ン
ピ

オ
ン
を
決
め
る
「
全
日
本
ジ
ュ
ニ
ア
柔

道
体
重
別
選
手
権
大
会
」
の
55
㎏
級

で
、
森
田
恭や

す
お生
さ
ん
（
萩
高
校
３
年
、

萩
東
中
卒
）
が
準
優
勝
し
ま
し
た
。

萩
商
工
ラ
グ
ビ
ー
部

　

萩
商
工
ラ
グ
ビ
ー
部
は
、
11
月
21

日
、
山
口
県
大
会
決
勝
で
、
52
対
10

で
大
津
高
校（
長
門
市
）を
下
し
ま
し

た
。
総
合
力
に
勝
る
萩
商
工
は
前
半

か
ら
積
極
的
な
攻
め
を
展
開
、
終
始

試
合
の
主
導
権
を
握
り
、
９
年
連
続

17
回
目
の
花
園
行
き
を
決
め
ま
し
た
。

　

全
国
大
会
１
回
戦
は
、
12
月
27
日

（
月
）、
岩
手
県
代
表
の
黒
沢
尻
工
業

高
校
と
対
戦
。

12月15日壮行式

大島佑二郎主将（３年生、
萩東中卒）は「相手は強豪
チームだが、絶対に勝ちた
い」と初戦必勝を誓う

萩
高
の
森
田
く
ん

写真②

（
１
９
４
５
年
４
月
13
日
）
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近影（撮影・浮ケ谷泰）

三
み と め

留 理
た だ お

男 さん
（東京都在住、72歳）

つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。

　

５
月
13
日
に
は
、
私
の
目
の
前
に
い

た
Ｕ
Ｄ
Ｄ
幹
部
の
カ
テ
ィ
ヤ
少
将
が
狙

撃
さ
れ
、
亡
く
な
っ
て
い
る
。
夕
方
６

時
半
過
ぎ
、
薄
暗
く
な
っ
て
き
た
時
間

帯
に
、
ル
ン
ピ
ニ
公
園
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
記
者
と
一
緒
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
て
い
た
。
私
と
少
将
と
の

距
離
は
50
セ
ン
チ
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
彼

は
一
発
で
眉
間
を
撃
ち
抜
か
れ
、
ほ
ぼ

即
死
だ
っ
た
。
犯
人
は
よ
ほ
ど
優
秀
な

狙
撃
手
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
騒
乱
を
取
材
し
よ
う
と
世
界
各

国
か
ら
や
っ
て
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
ほ
ぼ
全
員
が
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
防
弾

チ
ョ
ッ
キ
に
身
を
固
め
て
い
た
。
流
れ

弾
は
ど
こ
か
ら
飛
ん
で
く
る
か
誰
に
も

予
測
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
と
り
あ
え

ず
我
が
身
を
守
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

は
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

私
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
も
防
弾
チ
ョ
ッ
キ

も
身
に
つ
け
な
か
っ
た
。
死
に
た
い
わ

け
で
は
な
く
も
う
少
し
は
長
生
き
す
る

つ
も
り
な
の
で
、
不
必
要
な
危
険
は
で

き
る
だ
け
避
け
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も

弾
は
飛
ん
で
く
る
。

　

取
材
す
る
立
場
の
人
間
が
こ
ん
な
に

物
々
し
い
格
好
で
現
場
に
出
て
行
く
こ

と
に
抵
抗
が
あ
る
の
だ
。
取
材
相
手
は

身
を
守
る
装
備
が
な
い
わ
け
で
、
そ
う

し
た
人
た
ち
を
撮
影
し
た
り
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
す
る
の
に
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
と
防

弾
チ
ョ
ッ
キ
は
い
か
に
も
失
礼
だ
と
思

う
の
で
あ
る
。

１
９
６
０
年
～
70
年
代
の
安
保
闘
争
や

三
里
塚
の
時
代
を
通
し
て
多
く
の
文
化

人
と
知
り
合
わ
れ
ま
し
た
が
、
な
か
で

も
盟
友
と
も
言
え
る
作
家
の
小
田
実
さ

ん
と
の
つ
き
合
い
は
？

　

僕
と
作
家
の
小
田
実
は
１
９
７
０
年

代
、
ア
ジ
ア
人
会
議
の
参
加
者
を
募
る

た
め
も
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
一
緒
に
海

外
へ
出
た
。
何
か
月
も
ア
ジ
ア
諸
国
を

放
浪
し
た
り
、
車
で
ア
メ
リ
カ
を
横
断

し
た
り
。
僕
よ
り
６
歳
年
上
の
小
田
は
、

70
年
代
最
高
の
盟
友
だ
っ
た
。

　

仲
良
く
な
っ
た
の
は
、
た
し
か
73
年

ご
ろ
。
小
田
が
東
京
か
ら
神
戸
へ
引
っ

越
す
際
、
僕
が
小
型
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転

を
し
な
が
ら
、
長
時
間
話
を
し
た
の
が

き
っ
か
け
だ
。
以
来
、
僕
と
小
田
の
旅

が
始
ま
る
。
タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ

ン
ド
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ア
メ
リ
カ
、

ボ
リ
ビ
ア
・
・
・
。
ず
っ
と
一
緒
だ
か

ら
、
身
の
上
話
は
飽
き
る
ほ
ど
聞
い
た
。

　

国
連
が
恒
久
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
発
行
し
た

世
界
で
も
数
少
な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

（
カ
メ
ラ
マ
ン
）。
最
近
出
版
さ
れ
た
写

真
集
「
イ
サ
ー
ン　

目
撃
し
た
バ
ン
コ

ク
解
放
区
」、
毎
日
新
聞
日
曜
く
ら
ぶ

に
連
載
中
の
「
目
撃
さ
れ
た
戦
後　

報

道
カ
メ
ラ
マ
ン
三
留
理
男
」
を
も
と
に

三
留
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

今
年
春
取
材
さ
れ
、
写
真
集
に
も
な
っ

た
タ
イ
の
首
都
バ
ン
コ
ク
で
の
取
材
に

◉
写
真
集
「
イ
サ
ー
ン　

目
撃
し
た
バ
ン

コ
ク
解
放
区
」

　

２
０
１
０
年
春
、
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
で

行
わ
れ
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
反
政
府

デ
モ
。
バ
リ
ケ
ー
ド
内
で
撮
影
し
た
衝
撃

の
カ
ッ
ト
の
数
々
な
ど
で
伝
え
る
全
貌
と

背
景
。（
毎
日
新
聞
社
、
２
９
４
０
円
）

　

１
９
３
８（
昭
和
13
）年
、
日
本
の
植
民

地
だ
っ
た
朝
鮮
半
島
生
ま
れ
。
72
歳
、
報

道
写
真
家
。

　

58
（
昭
和
33
）
年
萩
高
卒
業
、
日
本
大

学
藝
術
学
部
中
退
。在
学
中
に
写
真
集「
小

児
マ
ヒ
の
記
録
」（
法
政
大
学
出
版
局
・

61
年
）
を
発
表
。
以
後
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
を
中
心
に
取
材
を
続
け
、82
年
、「
国

境
を
越
え
た
子
供
た
ち
」（
集
英
社
）
を

は
じ
め
と
す
る
一
連
の
作
品
に
よ
っ
て
第

三
世
界
の
国
境
線
上
の
状
況
を
広
く
伝
え

た
こ
と
で
「
第
１
回
土
門
拳
賞
」
を
受
賞

し
た
。
88
年
、
長
期
に
わ
た
る
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
取
材
活
動
に
対
し
て
「
第
４
回

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
賞
」
受
賞
。
97
年
、

「
辺
境
の
民　

ア
ジ
ア
の
近
代
化
と
少
数

民
族
」（
弘
文
堂
）
で
「
第
９
回
ア
ジ
ア
・

ア
フ
リ
カ
賞
特
別
賞
」
を
受
賞
。
88
年
よ

り
毎
日
新
聞
社
特
別
嘱
託
。

　

現
在
、毎
日
新
聞
日
曜
く
ら
ぶ
に
て「
目

撃
さ
れ
た
戦
後　

報
道
カ
メ
ラ
マ
ン
三
留

理
男
」
を
連
載
中
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

地を這う視線で
撮り続けた真実
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平
成
17
年
に
萩
観
光
大
使
に
認
定

さ
れ
た
演
歌
歌
手
の
松
前
ひ
ろ
子
さ

ん
が
、
１
月
12
日
に
萩
を
題
材
に
し

た
新
曲
「
萩
み
れ
ん
」
を
全
国
発
売

し
ま
す
。

　

歌
詞
中
に
は
、「
藍
場
川
」、「
鍵

曲
」、「
菊
ヶ
浜
」、「
鶴
江
の
渡
し
舟
」、

「
指
月
山
」
な
ど
萩
市
内
の
観
光
地

が
出
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
各
所
で
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
ビ
デ
オ
等
の
ロ
ケ
が
行
わ
れ
、

カ
ラ
オ
ケ
の
バ
ッ
ク
に
も
使
わ
れ
ま

す
。
全
国
の
カ
ラ
オ
ケ
の
画
面
で
城

下
町
や
武
家
屋
敷
、
菊
ヶ
浜
、
指
月

山
な
ど
萩
の
観
光
地
等
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

新
曲
発
表
を
記
念
し
て
、
１
月
29

日
（
土
）
に
萩
市
民
館
大
ホ
ー
ル
で

コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

◆
松
前
ひ
ろ
子
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

北
海
道
上
磯
郡
知
内
町
出
身
。
作

曲
家
の
中
村
典
正
氏
の
妻
で
、
一
男

二
女
の
母
。
趣
味
は
相
撲
観
戦
な
ど
。

　

い
と
こ
で
あ
る
北
島
三
郎
氏
の
内

弟
子
と
し
て
修
行
後
、
１
９
６
９
年

に
レ
コ
ー
ド
デ
ビ
ュ
ー
。
ヒ
ッ
ト
曲

は
「
祝
い
し
ぐ
れ
」、「
初
孫
」
な
ど
。

　

２
０
０
５
年
に
萩
観
光
大
使
に
任

命
。
２
０
０
８
年
に
「
国
東
半
島
」

を
発
売
、
松
竹
映
画
『
釣
り
バ
カ
日

誌
19
』
で
主
人
公
・
浜
ち
ゃ
ん
役
の

西
田
敏
行
氏
が
同
曲
を
熱
唱
し
、
話

題
に
。

　

小
田
は
女
性
に
も
て
た
。
顔
が
怖
い

印
象
も
あ
る
が
、時
た
ま
「
に
こ
ー
っ
」

と
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
い
い
笑
顔
を
見
せ

る
。
僕
の
妻
い
わ
く
「
あ
れ
で
女
の
人

は
こ
ろ
っ
と
い
く
わ
よ
」。

　

宿
泊
や
移
動
の
ほ
か
は
主
に
別
行
動
。

彼
の
取
材
手
法
は
僕
と
逆
で
、
一
番
上

か
ら
攻
め
る
。
た
と
え
ば
、
パ
レ
ス
チ

ナ
な
ら
Ｐ
Ｌ
Ｏ
の
ア
ラ
フ
ァ
ト
議
長
か

ら
。
そ
こ
か
ら
最
下
層
の
ス
ラ
ム
ま
で

行
き
着
く
。「
途
上
国
で
は
国
一
番
の

高
級
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
と
そ
こ
の
本
質

が
分
か
る
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
他
方
、

新
し
い
街
に
着
く
と
必
ず
１
、２
時
間

は
ほ
っ
つ
き
歩
き
、
大
体
を
把
握
し
た

後
で
な
い
と
寝
つ
か
な
い
。

萩
高
時
代
に
知
り
合
わ
れ
た
カ
メ
ラ
の

恩
師
と
も
言
え
る
角
川
政ま

さ
は
る治

さ
ん
と
の

思
い
出
は
？

　

父
親
の
旧
友（
上
野
康や

す
き貴
さ
ん
）が
校

長
だ
っ
た
山
口
の
県
立
萩
高
校
へ
移
っ

た
。
下
宿
の
斜
め
向
か
い
が
角
川
写
真

館
と
い
う
店
で
、
店
主
の
角
川
政
治
は

戦
中
、
朝
日
新
聞
の
従
軍
カ
メ
ラ
マ
ン

と
し
て
活
躍
し
た
人
だ
。
彼
の
戦
場
写

真
は
、
構
図
が
躍
動
的
で
非
常
に
う
ま

い
。
角
川
は
後
年
、
萩
の
町
並
み
の
写

真
集
も
出
し
て
い
る
。

　
「
カ
メ
ラ
マ
ン
に
な
る
た
め
に
大
学

に
入
り
た
く
て
、
萩
高
に
通
っ
て
い
る

ん
だ
」。
す
る
と
、
角
川
は
「
じ
ゃ
あ
、

う
ち
に
遊
び
に
来
い
よ
」。う
れ
し
か
っ

　
　

高
校
当
時
は
ど
ん
な
生
徒
で
し

た
か
？

　

真
面
目
な
生
徒
で
は
な
か
っ
た
で

す
ね
。
ブ
ー
ツ
風
の
短
靴
を
履
い
て

い
て
、
カ
メ
ラ
を
必
ず
持
っ
て
、
変

わ
っ
た
学
生
で
し
た
。
試
験
勉
強

な
ん
か
し
な
く
て
、
町
な
か
を
写
真

撮
っ
て
歩
い
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

２
年
の
時
に
転
校
し
て
き
て
、
一
緒

に
卒
業
し
ま
し
た
。

　

三
留
が
下
宿
生
活
だ
っ
た
か
ら
、

た
。
大
人
に
写
真
で
何
か
に
誘
っ
て
も

ら
え
る
な
ん
て
初
め
て
だ
っ
た
か
ら
。

毎
日
、
こ
の
店
に
入
り
浸
っ
た
。
角
川

は
外
へ
撮
影
に
出
た
い
の
で
、
す
ぐ
店

を
留
守
に
す
る
。
こ
の
店
の
現
像
も

焼
き
付
け
も
、
ほ
と
ん
ど
僕
が
や
っ
た
。

お
か
げ
で
腕
も
あ
が
る
。

　

こ
の
こ
ろ
全
日
本
学
生
写
真
連
盟
の

コ
ン
ク
ー
ル
に
応
募
し
て
み
た
ら
、
角

川
の
指
導
の
か
い
も
あ
っ
て
か
入
賞
し

た
。「
山
寺
の
学
生
僧
」
と
い
う
題
で

同
級
生
を
撮
っ
た
組
み
写
真
だ
。
そ
の

後
も
次
々
と
コ
ン
テ
ス
ト
で
入
賞
。
こ

う
し
て
58
（
昭
和
33
）
年
春
、
日
大
芸

術
学
部
写
真
学
科
に
進
学
し
た
。
写
真

の
腕
に
よ
る
推
薦
入
学
で
あ
る
。

う
ち
（
好
日
館
）
に
晩
ご
は
ん
を
よ

く
食
べ
に
き
た
。
当
時
か
ら
「
写
真

が
好
き
だ
か
ら
、
東
京
に
行
っ
て
写

真
家
に
な
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
た
。

　

や
る
気
に
な
れ
ば
何
で
も
や
る
、

誰
が
何
と
言
お
う
と
貫
く
強
い
意
志

を
持
っ
て
る
人
。
今
春
の
バ
ン
コ
ク

で
の
撮
影
で
も
、
怖
が
っ
て
た
ら
で

き
な
い
か
ら
ね
。

　
　

卒
業
後
の
付
き
合
い
は
？

　

卒
業
以
来
、
萩
に
は
１
回
位
し
か

帰
っ
て
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
82

年
に
土
門
拳
賞
を
も
ら
っ
た
時
に
、

同
級
生
を
30
人
位
集
め
て
祝
賀
会
を

や
り
ま
し
た
。
仕
事
で
世
界
を
飛
び

回
っ
て
い
る
の
で
、
た
ま
に
電
話
で

話
し
た
り
、
写
真
集
を
送
っ
て
く
れ

ま
す
。

　

２
０
０
８
年
に
同
期
生（
10
期
、58

年
卒
）の
卒
業
50
年
企
画
と
し
て
、萩

高
で
の
講
演
会
を
計
画
し
ま
し
た
。

現
役
の
萩
高
生
に
難
民
の
話
な
ど
し

て
も
ら
い
た
か
っ
た
け
ど
、そ
れ
が
実

現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
残
念
だ
ね
。

作
詞　

麻
こ
よ
み

作
曲　

中
村
典
正

編
曲　

伊
戸
の
り
お

松前ひろ子さん
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た
り
前
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
ま
し
た

が
、
今
か
ら
３
年
前
、
父
が
若
く
し
て

亡
く
な
り
、
入
学
し
た
ば
か
り
の
大
学

を
辞
め
、
八
代
目
と
し
て
家
業
に
就
き

ま
す
。
先
ず
は
、
蒲
鉾
造
り
か
ら
と
、

代
表
取
締
役
に
は
母
に
就
い
て
も
ら
い
、

私
は
製
造
工
場
で
、
工
場
長
を
は
じ
め

と
す
る
従
業
員
の
皆
さ
ん
の
下
、
伝
統

を
引
き
継
げ
る
よ
う
修
行
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
、
第
42
回
山
口
県
水
産
加
工
展

品
評
会
で
農
林
大
臣
水
産
大
臣
賞
を

い
た
だ
い
た
「
ゆ
ず
巻
き
」
は
、
当
初

販
売
目
的
で
は
な
く
、
市
内
宿
泊
施
設

の
料
理
長
か
ら
、
そ
の
宿
泊
施
設
が
栽

　

安
政
二
年
（
１
８
５
５
）
に
創
業

し
、
十
三
代
萩
藩
主
毛
利
敬
親
公
の
御

用
を
勤
め
て
以
来
、
代
々
家
業
を
継
ぎ
、

研
究
を
重
ね
、
現
在
の
焼
板
蒲
鉾
の
元

祖
を
作
り
上
げ
た
忠
小
兵
衛
蒲
鉾
本
店
。

伝
統
あ
る
家
業
の
八
代
目
と
し
て
現
在

修
行
中
の
長
谷
朗あ

き
らさ

ん
（
21
歳
）
に
、

昨
年
開
催
さ
れ
た
第
42
回
山
口
県
水
産

加
工
展
品
評
会
で
農
林
水
産
大
臣
賞
を

受
賞
さ
れ
た
「
ゆ
ず
巻
き
」
の
こ
と
を

含
め
、
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

創
業
１
５
５
年
の
歴
史
を
誇
る
忠
小

兵
衛
蒲
鉾
本
店
の
七
代
目
で
あ
る
父
・

俊
次
の
次
男
に
生
ま
れ
、
高
校
を
卒
業

し
大
学
に
入
学
す
る
ま
で
は
、
家
業
に

つ
い
て
深
く
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
当

培
し
て
い
る
柚ゆ

ず子
を
使
っ
た
蒲
鉾
を
朝

食
に
提
供
し
た
い
と
い
う
依
頼
を
受
け
、

工
場
長
が
研
究
に
研
究
を
重
ね
開
発
し

た
商
品
で
、
そ
の
宿
泊
施
設
の
朝
食
と

施
設
内
の
売
店
で
販
売
す
る
だ
け
の
限

定
商
品
で
し
た
。
そ
の
後
、
い
く
つ
か

の
物
産
展
で
ゆ
ず
巻
き
を
紹
介
す
る
と
、

多
く
の
方
か
ら
好
評
を
い
た
だ
き
、
本

格
的
に
販
売
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

季
節
物
な
の
で
季
節
限
定
で
す
が
、
現

在
、
関
東
で
は
ス
ー
パ
ー
紀
ノ
国
屋
に

置
い
て
も
ら
い
、
農
林
水
産
大
臣
賞
受

賞
以
来
、
デ
パ
ー
ト
を
中
心
に
卸
さ
せ

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
直
接
発

注
し
て
く
れ
る
リ
ピ
ー
タ
ー
の
方
も
増

え
て
お
り
、
発
売
１
年
目
に
し
て
、
注

目
を
浴
び
る
商
品
と
な
り
ま
し
た
。

　

代
表
取
締
役
に
就
い
て
も
ら
っ
て
い

る
母
を
は
じ
め
、
私
の
家
業
を
継
ぎ

た
い
と
い
う
意
志
を
理
解
し
て
く
れ
た

家
族
、
そ
し
て
従
業
員
の
皆
さ
ん
に
支

え
て
も
ら
い
な
が
ら
現
在
修
行
さ
せ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
先
々
、
社

長
業
を
も
こ
な
し
、
こ
の
忠
小
兵
衛
蒲

鉾
本
店
を
次
の
世
代
に
繋
げ
て
い
く
よ

う
務
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
に
は
、
初
代
よ
り
守
り
続
け
た
伝

統
を
継
続
し
つ
つ
、
変
わ
り
行
く
時
代

に
あ
っ
た
こ
と
に
も
挑
み
、
対
応
し
て

い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま

す
。
今
ま
で
は
、
良
質
の
蒲
鉾
を
製
造

し
、
販
売
す
る
こ
と
が
す
べ
て
で
し
た

が
、
今
後
は
、
忠
小
兵
衛
蒲
鉾
本
店
に

訪
れ
て
く
れ
る
お
客
様
一
人
一
人
に
楽

し
ん
で
も
ら
い
、「
萩
に
来
て
良
か
っ

た
。」「
ま
た
萩
に
来
た
い
。」
と
思
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
接
客
を
し
、
1

つ
の
観
光
地
の
よ
う
な
店
造
り
を
し
て

い
き
た
い
で
す
。
観
光
立
市
で
あ
る
萩
。

地
元
の
お
陰
で
弊
社
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
感
謝
し
、
そ
の
萩
市
の
パ
ワ
ー
の

一
部
と
な
り
、
萩
市
、
萩
に
住
む
方
々

と
共
に
成
長
し
て
い
き
た
い
で
す
。
そ

し
て
、
次
の
世
代
に
忠
小
兵
衛
蒲
鉾
本

店
を
繋
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

シリーズ 21 萩 の 元 気 企 業 探 訪

本社／萩市椿陣ヶ原 2757-1
TEL／0838・22・0457
営業時間／8：30〜18：00
駐車場／乗用車17台、バス３台

㈲忠小兵衛蒲鉾本店

ゆず巻き 630円（税込）

★「ゆず巻き」２本セット
を 10 名様にプレゼント。
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東洋美人 壱
いちばんまとい

番 纏 純米
大吟醸 720ml 3675 円

見
蘭
牛
と
い
え
ば
、
㈱
み
ど
り
や

が
、日
本
最
古
の
純
血
和
牛『
見

島
牛
』
を
品
種
改
良
し
、
県
内
は
も
と

よ
り
全
国
区
で
も
名
を
馳
せ
る
ブ
ラ
ン

ド
牛
。
見
蘭
牛
ダ
イ
ニ
ン
グ
玄
は
、
そ

の
ブ
ラ
ン
ド
牛
『
見
蘭
牛
』
の
料
理
を

食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
㈱
み
ど
り
や
直

営
の
お
店
で
す
。
㈱
み
ど
り
や
直
営
の

飲
食
店
と
し
て
は
焼
肉
の
炭
焼
き
レ
ス

ト
ラ
ン
見
蘭
に
続
い
て
二
店
舗
目
。
炭

焼
き
レ
ス
ト
ラ
ン
見
蘭
は
夜
を
主
体
と

す
る
の
に
対
し
、
玄
は
道
の
駅
内
の
施

設
と
い
う
こ
と
で
、
お
昼
の
ラ
ン
チ
を

主
体
と
し
た
お
店
。
気
軽
に
見
蘭
牛
の

料
理
を
食
べ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
コ

ン
セ
プ
ト
の
も
と
、
メ
ニ
ュ
ー
は
、
ハ

ン
バ
ー
グ
、
丼
を
メ
イ
ン
と
し
た
構
成
。

ま
た
、
お
洒
落
に
食
事
を
楽
し
ん
で
も

ら
い
た
い
と
店
内
レ
イ
ア
ウ
ト
、
丼
の

器
に
も
こ
だ
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
価

格
も
ブ
ラ
ン
ド
食
材
を
使
用
し
て
い
る

の
に
も
関
ら
ず
コ
ン
セ
プ
ト
通
り
、
気

軽
に
注
文
で
き
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て

お
り
、
観
光
客
の
み
な
ら
ず
地
元
の
お

客
さ
ん
も
気
軽
に
通
え
る
も
の
。

　

ラ
ン
チ
の
お
客
さ
ん
以
外
に
人
気
で

売
り
切
れ
続
出
な
の
が
、
店
頭
で
販
売

さ
れ
て
い
る
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
メ
ニ
ュ
ー

『
見
蘭
牛
コ
ロ
ッ
ケ
』。
店
内
メ
ニ
ュ
ー

も
含
め
、
全
て
手
作
り
な
の
で
、
生
産

が
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
の
こ
と
。
更

に
、
そ
の
通
常
メ
ニ
ュ
ー
以
上
に
、
直

ぐ
に
売
り
切
れ
と
な
る
の
が
、
二
ヶ
月

に
一
度
、70
食
限
定
で
販
売
さ
れ
る『
見

島
牛
』
の
ハ
ン
バ
ー
グ
『
極
』。
お
目

に
か
か
る
こ
と
が
で
き
た
ら
迷
わ
ず
注

文
し
た
い
一
品
で
す
。

　
「
見
蘭
牛
を
色
々
な
形
で
、
美
味
し

く
食
べ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
新
し

い
メ
ニ
ュ
ー
を
常
に
考
案
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
冬
に
は
一
人
モ
ツ
鍋
ラ
ン
チ

を
提
供
い
た
し
ま
す
。」
と
㈱
み
ど
り

や
常
務
取
締
役
・
藤
井
治
雄
さ
ん
。

　

ブ
ラ
ン
ド
力
に
加
え
、
需
要
と
供
給

の
バ
ラ
ン
ス
に
そ
ぐ
わ
な
い
価
格
。
飽

く
な
き
新
メ
ニ
ュ
ー
考
案
。
注
目
の
人

気
店
で
あ
る
の
も
頷
け
ま
す
。

◎
見
蘭
牛
ダ
イ
ニ
ン
グ 

玄

道
の
駅
・
萩
往
還
内

☎
０
８
３
８
・
２
５
・
１
１
１
３

営
業
時
間
：
11
時
〜
14
時
30
分
（
ラ
ス

ト
オ
ー
ダ
ー
14
時
）、
16
時
〜
18
時
30

分
（
ラ
ス
ト
オ
ー
ダ
ー
18
時
）

定
休
日
：
火
曜
日

萩
を
代
表
す
る
加
工
業
者
各
社
の

最
高
級
品
を
取
り
そ
ろ
え
ら
れ

た
特
産
品
販
売
所
で
、
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ

は
、
山
の
幸
、
海
の
幸
豊
か
な
萩
ら
し

く
、
夏
み
か
ん
の
加
工
品
、
地
酒
、
醤

油
、
見
蘭
牛
、
む
つ
み
豚
、
地
魚
の
一

夜
干
し
、
し
そ
わ
か
め
な
ど
の
食
品
や
、

歴
史
の
街
ら
し
く
萩
焼
を
は
じ
め
と
す

る
伝
統
工
芸
品
な
ど
な
ど
。
一
見
、
他

の
特
産
品
販
売
所
と
変
わ
り
な
い
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
実
は
、
店
内
所
々
に
一
般
に
は
卸

売
を
し
て
い
な
い
商
品
や
、
市
内
で
は

業
者
直
売
の
み
で
あ
っ
た
商
品
が
存
在

し
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
本
家
店
頭
で

も
購
入
が
難
し
い
と
言
わ
れ
る
光
國
本

店
の
「
夏
蜜
柑
丸
漬
」
や
、
関
東
で
は

幻
の
日
本
酒
と
も
言
わ
れ
る
澄
川
酒
造

の
「
東
洋
美
人 

壱い
ち
ば
ん
ま
と
い

番
纏 

純
米
大
吟

醸
」
な
ど
、
滅
多
に
お
目
に
か
か
れ
な

い
も
の
に
は
「
お
っ
！
」
と
驚
か
さ
れ

ま
す
。

　
「
萩
は
歴
史
の
あ
る
街
で
、
創
業

１
０
０
年
を
超
え
る
多
く
の
加
工
業
者

が
伝
統
的
な
製
法
を
守
り
つ
つ
、
現
在

も
新
た
な
商
品
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

地
元
の
人
に
と
っ
て
は
日
常
的
な
品
々

も
、
国
内
で
唯
一
無
二
の
高
度
な
技
術

で
仕
上
げ
ら
れ
た
伝
統
工
芸
品
や
、
品

質
・
鮮
度
に
こ
だ
わ
っ
た
食
品
を
、
観

光
客
、
地
元
の
皆
様
に
紹
介
で
き
る
よ

う
努
め
て
い
ま
す
。」
と
駅
長
の
篠し

の
は
ら原

充み
つ
るさ

ん
。

　

財
布
と
相
談
せ
ず
買
い
た
く
な
る
…
、

い
や
、
買
う
べ
き
だ
と
い
う
衝
動
に
駆

ら
れ
る
よ
う
な
、
魅
力
の
あ
る
特
産
品

販
売
所
で
す
。

◎
道
の
駅
・
萩
往
還

萩
市
大
字
椿
字
鹿
背
ヶ
坂
１
２
５
８

☎
０
８
３
８
・
２
２
・
９
８
８
９

営
業
時
間
：
９
時
〜
18
時

　昨年 10 月 13 日にリニューアルオープンし、多くの観光客が
来場する施設となった道の駅・萩往還。既存の松陰記念館を中心
にし、新しく農産物直売所「野菜まぁと」、特産品販売所「物産館」、
見蘭牛ダイニング玄

げん

、うどん茶屋・橙
だいだいてい

々亭、テイクアウトコーナー
が新設されました。その中でも、売り切れ続出で、観光客はもと
より地元の方からも注目を浴びる２店舗を紹介します。

見蘭牛のステーキ丼

夏蜜柑丸漬 1155 円
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　53 人出席。波田直登支部長（工業昭和 41 年卒）が「関
東支部名簿の約 600 人のうち出席者は約１割程度。郵
送料等のため会則を変更して維持会費（年 2,000 円）
を設けたい」とあいさつ。池田誠次本部会長（工業 45
年卒）から「商業・工業が一緒になって初めての同窓
会員名簿が 2011 年１、２月に発行の予定」とあいさつ。
伊藤幸雄さん（工業 32 年卒）が詩吟披露、酒向徹さん（商
業 29 年卒）がハーモニカ演奏で盛り上がりました。連
絡先は波田支部長 049・254・8132

ホテルはあといん乃木坂（東京都）つばき会関東支部
11月13日

「クラス会をいつ、どこで開催します」と
いう情報をお寄せください。萩の資料送り
ます。投稿記事も歓迎します。
hagi-network@city.hagi.lg.jp

ください！

情報

　今回は初めて関東にて開催。熱海より船で 28 分の島。
場所柄女性の参加者が多く、華やかな雰囲気で豪華に、
ゆったりと、秋の夜長を語らいを楽しみ、庭園のイルミ
ネーションも印象深く、昼は船より見る富士山。
　翌日も好天。箱根観光、十国峠より、雲一つない富士
山の眺めを満喫。バスの中では、“箱根八里、紅葉、里の秋、
赤とんぼ”を大合唱。少年、少女に戻り、満足満足の２
日間。次回は、鹿児島での再会を期して、熱海駅で解散。
卯年、年男、年女に幸多きことを祈る。
参加者　33 名（男性 19 名、女性 14 名）  引受　林口是信

グランドエクシブ初島クラブ（静岡県）
燦々会

11月24日、25日
萩商工高商業科昭和 33 年卒

　東京須佐会として出発いたしました故郷会も、新・萩
市となり須佐・弥富両地区の絆を深め、更なる発展をめ
ざして『東京須佐弥富会』と改称することをお願い致し
たく存じます。併せて、全ての会員の皆様が「あなたが
必要とされている」ことに思いを寄せて頂き、何はとも
あれ先ずご出席下さるよう望んでやみません。同郷とい
う誼で結ばれるお互いの出会いが、新しい１年のスター
トとなりますよう願ってご挨拶といたします。

 会長　近藤安弘

東京高輪「和彊館」（東京都）東京須佐弥富会
11月20日

　平成 15 年より、琵琶湖・箱根・湯田・横浜・有馬と
萩以外の開催が続きました。
　平成 20 年の卒後 50 年の節目の歳は萩で開催。そし
て昨年は東京、連続８年目の今年は奈良で総勢 44 名が
集い、興福寺で阿修羅像等を鑑賞し東大寺、平城宮跡会
場と多くの修学旅行生徒で賑わう奈良の都を観光。学生
時代に帰りお互いの旧交を温め、来年開催の萩での再会
を約束して新大阪駅で別れました。関西幹事　中山定夫

平城遷都 1300 年祭（奈良県）
萩高10期同窓会

10月24日、25日

投稿ありがとうございます
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市
内
で
行
わ
れ
る
お
祭
り
や
縁
日
、

運
動
会
な
ど
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
会
場
、

金
谷
天
神
前
、
北
古
萩
町
の
保
福
寺
前

に
移
動
販
売
車
を
走
ら
せ
、
幕
末
の
黒

船
到
来
が
由
来
の
萩
の
伝
統
的
お
菓
子

『
蒸
気
饅
頭
』
を
60
年
に
わ
た
り
、
製

造
販
売
さ
れ
て
き
た
岡
村
茂
作
さ
ん

（
89
歳
）、
ト
キ
コ
さ
ん
（
88
歳
）
夫
婦

に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

戦
時
中
、
光
市
の
海
軍
工
場
で
働

き
、
終
戦
後
地
元
萩
に
帰
っ
て
、
土
方
、

醤
油
屋
な
ど
と
職
を
転
々
と
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
、
た
い
焼
の
機
械
を

買
っ
て
く
れ
と
い
う
話
が
あ
り
、
人
が

饅
頭
を
焼
く
の
を
見
た
と
き
、「
こ
れ

で
商
売
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
？
」

と
、
思
い
切
っ
て
始
め
た
の
が
昭
和
25

年
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
60
年
前
に
な
り

ま
す
。

　

創
業
当
時
は
、
戦
後
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
物
不
足
。
小
豆
は
手
に
入
り

に
く
い
、
卵
な
ん
て
も
の
は
使
え
る
状

態
で
は
な
く
、
餡あ

ん

に
は
、
お
芋
や
そ
ら

豆
を
漉こ

し
て
入
れ
た
り
、
生
地
は
炭
酸

と
明

み
ょ
う
ば
ん礬を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

焼
く
の
も
現
在
の
よ
う
に
ガ
ス
で
は
な

く
、
炭
で
一
つ
一
つ
焼
い
て
お
り
、
焼

く
の
も
、
袋
に
詰
め
る
の
も
苦
労
し
た

も
の
で
す
。
昨
今
お
客
さ
ん
に
出
し
て

い
る
も
の
と
は
全
く
違
っ
て
い
ま
し
た

ね
。

　

今
と
な
っ
て
は
、
蒸
気
饅
頭
屋
は
数

え
る
ほ
ど
し
か
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、

昔
は
同
業
者
が
多
く
存
在
し
、
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
、
生
活
の
た
め
、
子
ど

も
を
養
っ
て
い
く
た
め
に
、
多
く
を
売

り
上
げ
な
く
て
は
、
人
気
を
集
め
な
く

て
は
と
必
死
で
、
饅
頭
屋
さ
ん
に
足
を

運
び
、
学
ば
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
試

行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
誰
も
が
お
い
し

い
と
言
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
蒸
気
饅

頭
を
作
ろ
う
と
励
み
ま
し
た
。
ま
た
、

人
気
店
と
な
る
ま
で
は
、
露
店
を
出
せ

な
い
日
は
、
夫
婦
揃
っ
て
木
材
製
造
所

で
働
か
せ
て
も
ら
い
何
と
か
凌し

の

い
で
い

た
頃
も
あ
り
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
、
そ
ん
な
生
活
を
苦
し
い

と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
で
す
し
、
食

べ
た
人
が
、「
お
い
し
い
！
」
と
言
っ

て
く
れ
る
こ
と
が
何
よ
り
も
嬉
し
く
、

も
っ
と
お
い
し
い
蒸
気
饅
頭
を
作
ろ

う
と
い
う
活
力
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

唯
一
辛
い
事
と
い
え
ば
、子
ど
も
が「
親

の
職
業
っ
て
何
っ
て
書
い
た
ら
え
え

ん
？
」
と
、
自
信
を
持
っ
て
私
達
夫
婦

の
職
業
を
人
に
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
う

思
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
も
社
会
人
と
な
り
、
お

店
の
方
も
テ
レ
ビ
の
取
材
が
来
る
ほ

ど
人
気
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
20
年
く

ら
い
前
か
ら
は
、
祭
り
で
出
店
す
れ

ば
、
作
っ
て
も
作
っ
て
も
行
列
が
切
れ

ず
、
平
日
で
も
必
ず
売
り
切
れ
に
な
る

ほ
ど
売
れ
に
売
れ
る
よ
う
に
な
り
、
蒸

気
饅
頭
屋
と
し
て
成
功
を
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
頃
に
は
、
市
内
に
蒸
気
饅
頭

屋
は
、
一
つ
か
二
つ
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
自
身
も
老
い
て
、

い
つ
ま
で
蒸
気
饅
頭
屋
を
続
け
ら
れ
る

か
？
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
い

ま
し
た
。
ま
だ
若
け
れ
ば
い
く
ら
で
も

焼
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
す

が
、
最
近
で
は
、
足
も
悪
く
、
長
時
間

営
業
で
き
な
く
も
な
り
ま
し
た
し
、
寒

い
日
は
営
業
自
体
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
歳
な

の
で
、
い
つ
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
生
き
て
い

る
限
り
は
、
ウ
チ
の
蒸
気
饅
頭
を
ま
た

食
べ
た
い
と
い
う
お
客
さ
ん
の
た
め
に
、

可
能
な
範
囲
で
作
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
と
は
い
え
、
あ
と
１
年
半
で
自
動

車
の
免
許
が
切
れ
る
の
で
、
最
長
で
も

１
年
半
で
す
。
死
ぬ
の
が
先
か
、
免
許

が
切
れ
る
の
が
先
か
…
。
ど
ち
ら
に
せ

よ
、
多
く
の
方
々
に
ご
贔ひ

い
き屓

に
し
て
も

ら
い
60
年
続
い
た
岡
村
の
蒸
気
饅
頭
の

歴
史
は
あ
と
僅わ

ず

か
。
た
だ
た
だ
、
長
い

こ
と
ご
愛
好
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
と
思
う
ば
か
り
で
す
。
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萩
焼
作
家
・
金
子
信
彦
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
、
多
く
の
萩
焼
作
家
同
様
、

萩
焼
作
家
の
息
子
で
は
あ
る
わ
け
で
す

が
、
父
・
信
彦
は
自
ら
の
窯
を
持
た
な

い
城
山
窯
の
責
任
者
。
窯
を
継
ぐ
と
い

う
感
覚
は
無
く
、
職
業
の
選
択
は
自
由

な
環
境
で
育
ち
ま
し
た
。
と
は
い
え
、

住
ま
い
は
城
山
窯
の
近
く
で
、
幼
少
期

の
遊
び
場
は
も
っ
ぱ
ら
城
山
窯
の
作
業

場
で
し
た
。
今
思
え
ば
、
代
々
萩
焼
作

家
と
い
う
方
々
と
同
じ
と
い
え
ば
同
じ

で
す
。
た
だ
、
城
山
窯
は
当
時
若
い
職

人
さ
ん
が
多
く
、
若
い
職
人
さ
ん
に
遊

ん
で
も
ら
え
る
の
が
楽
し
く
、
一
緒
に

萩
焼
の
土
で
怪
獣
や
カ
ブ
ト
ム
シ
の
粘

土
細
工
を
作
っ
た
り
、
は
た
ま
た
週
末

に
は
職
人
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
泊
ま
り
に

行
っ
た
り
と
、
職
人
さ
ん
か
ら
す
れ
ば

邪
魔
な
少
年
や
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
環
境
で
育
っ
た
わ
り
に

は
、
萩
焼
が
「
凄
い
好
き
」
と
い
う
わ

け
で
も
な
く
、
学
生
時
代
は
萩
焼
職

人
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
は
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
か
と
い
っ
て
何
か
将
来
の
目
標

が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
高
校
も
辞
め

て
働
こ
う
か
な
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、

当
時
、父
が
「
遊
ん
で
こ
い
！
」
と
言
っ

て
く
れ
、
そ
の
頃
か
ら
、
父
の
「
萩
焼

の
道
に
進
ん
で
ほ
し
い
」
と
い
う
気
持

ち
を
う
っ
す
ら
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、

高
校
３
年
の
頃
、
萩
焼
職
人
に
な
る
こ

と
を
決
め
ま
し
た
。
そ
し
て
高
校
卒
業

と
同
時
に
、
窯
の
責
任
者
と
な
っ
て
い

た
父
の
下
、
城
山
窯
に
入
社
し
ま
す
。

　

城
山
窯
の
一
社
員
で
あ
る
わ
け
で
、

萩
焼
作
家
で
あ
る
前
に
、
あ
く
ま
で
萩

焼
職
人
。
土
を
練
り
、
同
じ
形
の
も
の

を
沢
山
作
れ
る
か
？
目
の
前
に
あ
る
課

題
を
こ
な
し
て
、
職
人
と
し
て
戦
力
と

な
る
こ
と
が
先
ず
求
め
ら
れ
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
自
分
の
作
り
た
い
も
の
を
作
る

に
も
基
本
を
し
っ
か
り
身
に
付
け
な
い

と
で
き
な
い
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味

で
は
、
職
人
も
作
家
も
変
わ
り
は
な
い

の
で
し
ょ
う
が
、
自
分
的
に
何
と
な
く

違
う
意
識
で
し
た
。

　

初
め
て
自
分
の
名
前
で
作
品
を
出
し

た
の
が
２
０
０
１
年
。
自
分
の
名
前
で

作
品
を
出
す
か
ら
に
は
、
金
子
愛
オ
リ

ジ
ナ
ル
を
追
い
求
め
な
く
て
は
な
ら
な

く
な
り
、
作
家
の
部
分
も
抱
え
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
金
子
愛
ら
し
い
作
品
を

考
え
た
と
き
、
自
分
が
作
り
た
い
と
思

う
も
の
に
従
順
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

と
、
萩
焼
っ
ぽ
い
と
言
わ
れ
る
の
は
嫌

だ
な
と
考
え
ま
し
た
。
そ
う
考
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
４
つ
年
上
の
従
兄

で
萩
焼
作
家
の
司
く
ん
（
金
子
司
氏
）

の
影
響
だ
と
思
い
ま
す
。
司
く
ん
に
は

焼
物
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や

色
々
な
も
の
に
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

90
代
で
も
半
現
役
、
40
代
は
若
手
と

言
わ
れ
る
世
界
で
す
の
で
、
僕
な
ん
か

が
、
萩
焼
を
語
る
の
も
お
こ
が
ま
し
い

の
で
す
が
、
萩
焼
の
将
来
を
考
え
る
と

結
構
厳
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
萩
焼

は
萩
の
工
芸
品
で
あ
り
な
が
ら
、
地
元

の
人
が
好
ん
で
使
わ
な
い
。「
１
０
０

均
で
い
い
や
」
と
言
う
人
が
多
い
。
そ

れ
は
結
構
致
命
的
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
思
う
ん
で
す
。
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
、

フ
ァ
ミ
レ
ス
ば
か
り
に
お
客
が
入
っ

て
、
地
元
飲
食
店
が
ど
ん
ど
ん
少
な
く

な
る
。
同
じ
よ
う
に
窯
元
も
ず
っ
と
存

在
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
…
。
そ
う
思

う
と
、
萩
焼
の
世
界
に
お
い
て
も
、
古

い
も
の
を
大
切
に
す
る
こ
と
も
大
事
だ

け
ど
、
そ
れ
に
馴
染
め
る
新
し
い
も
の

を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
重
要
だ
と
感
じ

ま
す
。

　
「
１
０
０
均
も
あ
る
け
ど
、
そ
れ
で

も
萩
焼
が
良
い
！
」
と
地
元
の
人
が
好

ん
で
使
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
萩
焼
を
作

る
作
家
、
職
人
に
な
り
た
い
で
す
。

萩
焼
新
進
作
家
６

城
山
窯

金
子　

愛
さ
ん

（
萩
市
堀
内
在
住
、 

36
歳
）

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

１
９
７
４
年
生
ま
れ
。
93
年
奈
古
高

等
学
校
卒
業
後
、
城
山
窯
に
入
社

【
出
展
経
歴
】
01
年
、
陶
２
０
０
１

04
年
グ
ル
ー
プ
展
Ｓ
ｗ
ｉ
ｃ
ｈ

05
年
、
お
引
越
し
展

06
年
、
３
人
展
、
萩
陶
芸
家
協
会
展

07
年
、
３
人
展
、
個
展

08
年
、
萩
・
韓
国
現
代
陶
芸
交
流
展

09
年
、
個
展
、
薩
長
連
合
展

◎
城
山
窯  

住
所
：
萩
市
堀
内
４
６
７
ー
２

☎
０
８
３
８
・
２
５
・
１
６
６
６
、
Ｆ

Ａ
Ｘ 

０
８
３
８
・
２
２
・
５
８
９
４
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11
月
13
日
（
土
）
午
後
萩
本
陣
に

て
、
萩
高
新
聞
創
刊
60
周
年
を
記
念
し

て
、
新
聞
部
の
Ｏ
Ｂ
会
で
あ
る
「
せ
ん

だ
ん
の
会
」
が
吉
村
萩
高
校
長
、
野

村
萩
市
長
を
来
賓
に
迎
え
開
催
さ
れ
た
。

参
加
者
は
、
萩
が
18
名
、
各
地
か
ら
18

名
、
最
年
長
は
萩
高
６
期
生
（
昭
和

29
年
卒
）、
最
年
少
は
27
期
（
50
年
卒
）

で
あ
っ
た
。

　

せ
ん
だ
ん
の
会
は
、
40
年
ほ
ど
中
断

し
て
い
た
が
、川
渕
正
臣
さ
ん
（
16
期
）

萩高新聞
創刊60周年

記念

の
お
世
話
で
平
成
19
年
、
21
年
と
東
京

で
再
開
さ
れ
、
こ
の
た
び
初
の
萩
で
の

開
催
と
な
っ
た
。

　

会
は
、
来
賓
挨
拶
の
あ
と
河
野
千
敏

さ
ん
（
６
期
）
の
乾
杯
で
幕
を
開
け

た
。
今
回
世
話
人
代
表
の
小
嶋
靖
之
さ

ん
（
14
期
）
と
、
東
京
か
ら
参
加
し
た

一
来
毅
さ
ん
（
14
期
）
が
演
台
に
立
ち
、

Ｏ
Ｂ
会
は
昭
和
35
年
当
時
の
顧
問
で

あ
っ
た
大
中
一
忠
先
生
の
発
案
で
、
大

学
生
や
社
会
人
に
な
っ
た
先
輩
と
、
現

役
部
員
と
の
交
流
会
と
し
て
始
ま
っ
た
。

命
名
は
自
分
た
ち
に
任
さ
れ
、
グ
ラ
ン

ド
に
今
で
も
そ
び
え
る
栴せ

ん

檀だ
ん

の
大
木
を

見
て
「
栴
檀
は
双
葉
よ
り
芳
し
」
か

ら
取
っ
た
こ
と
が
披
露
さ
れ
た
。
ま
た
、

「
先
輩
と
談
す
る
」
の
意
味
も
込
め
ら

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
会
は
、
当

時
の
思
い
出
話
や
近
況
報
告
で
盛
り
上

が
り
、
２
次
会
ま
で
続
い
た
。
次
回
は
、

現
役
生
に
も
会
っ
て
檄
を
飛
ば
し
た
い

と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
た
。

　

会
に
先
立
ち
、
創
刊
か
ら
現
在
ま
で

保
存
さ
れ
て
い
る
萩
高
新
聞
が
閲
覧
に

供
さ
れ
、
自
分
の
書
い
た
記
事
を
見
つ

け
て
歓
声
を
あ
げ
、
小
倉
、
下
関
、
宇

部
、
萩
と
変
わ
っ
て
き
た
印
刷
所
の
変

遷
や
、
模
擬
試
験
の
成
績
ま
で
載
せ
て

い
た
時
代
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
皆
で

懐
か
し
ん
で
い
た
。

　

前
田
信
太
郎
（
昭
和
41
年
卒
、18
期
）

４
月
10
日
㈰
ま
で

　

全
国
公
募
さ
れ
た
作
品
の
選
抜
展
。

山
口
県
内
68
人
、
県
外
75
人
、
国
外

10
人
の
計
１
５
３
人
か
ら
１
９
６
点

の
応
募
が
あ
り
、
入
選
作
品
１
０
９

点
を
展
示
し
ま
す
。

■
観
覧
料　

一
般
５
０
０
円
、
70
歳

以
上
の
方
・
学
生
４
５
０
円

■
休
館
日　

12
月
27
日
（
月
）
〜
１

月
１
日
（
土
・
祝
）

※
１
月
17
日
（
月
）
か
ら
、
特
別
展

示
は
お
休
み
。

◦
普
通
展
示
（
浮
世
絵
）

「
尾
形
月
耕
の
美
人
画
」１
月
２
日
㈰

〜
30
日
㈰
、「
落
合
芳
幾
の
世
界
Ⅰ
」

型
を
探
り
ま
す
。

　

昭
和
10
年
開
催
の
「
萩
史
蹟
産
業

大
博
覧
会
」
や
「
田
町
商
店
街
・
商

店
・
山
陰
本
線
Ｓ
Ｌ
列
車
」、「
双
葉

幼
稚
園
運
動
会
」
を
撮
影
し
た
映
画

の
デ
ジ
タ
ル
映
像
が
上
映
さ
れ
ま
す
。

　

映
像
の
中
で
は
、
市
内
の
商
家
・

旅
館
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
大
、
田
坂
屋
旅
館
（
好
日
館
）、

高
原
洋
品
店
、
河
村
歯
科
医
院
、
河

村
洋
服
店
、
白
銀
書
店
、
八
木
雑
貨

店
、
三
ツ
石
呉
服
店
、
風
月
堂
、
一

馬
本
店
、
土
田
梅
吉
商
店
、
カ
フ
ェ

パ
リ
ー
、
中
村
酒
場
、
料
亭
梅
月
、

岩
崎
酒
場
、
南
条
呉
服
店

■
観
覧
料　

大
人
５
０
０
円
、高
・

大
学
生
３
０
０
円
、
小
・
中
学
生

　
「
美
し
い
日
本
の
町
」、「
な
つ
か

し
い
日
本
の
ふ
る
さ
と
」
と
形
容
さ

れ
る
「
ま
ち
」
萩
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
形
作
ら
れ
、
人
々
は
ど
の
よ

う
に
暮
ら
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

１
９
３
０
年
前
後
の
映
像
や
絵
画
な

ど
か
ら
、
私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
の
原

１
０
０
円

■
休
館
日　

な
し

※
年
末
年
始
も
休
ま
ず
開
館
。

■
駐
車
場　

３
０
０
円
（
普
通
自

動
車
）

１
月
16
日
㈰
ま
で

第
４
回
山
口
県

総
合
芸
術
文
化
祭
参
加

萩
博
物
館
だ
よ
り

（
☎
０
８
３
８
・
２
５
・６
４
４
７
）

２
月
１
日
㈫
〜
３
月
６
日
㈰

◦
普
通
展
示
（
東
洋
陶
磁
）

「
中
国
・
朝
鮮
古
陶
磁
の
美
Ⅲ
」
１

月
２
日
㈰
〜
３
月
６
日
㈰

◦
普
通
展
示
（
陶
芸
１
・
２
）

「
三
輪
休
雪
の
か
た
ち
」
４
月
17
日

㈰
ま
で
、「
萩
焼
の
茶
碗
」
１
月
18

日
㈫
〜
４
月
３
日
㈰

山
口
県
立
萩
美
術
館
・

浦
上
記
念
館
だ
よ
り

（
☎
０
８
３
８・２
４・２
４
０
０
）

昭和11〜12年撮影「双葉幼稚園運動会」映画

（東京都、宇部市出身）

【受賞者の声】
人は絶え間なく変化する風の
ように、流れの中で生きてい
ます。そのような流れ（風）
をどこかで操る者がいるとす
るならば…
心に風を感じて頂ければ幸い
です。

萩大賞「風
ふうはく

伯」
藤
ふじかさ

笠砂
さ と こ

都子
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■
萩
ガ
ラ
ス
工
房　

東
京
地
区
展
示
会

○
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ　

Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ　

Ｉ
Ｃ

Ｈ
Ｉ　
「
萩
ガ
ラ
ス
展
」

１
月
26
日
（
水
）
〜
２
月
28
日
（
月
）

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
２
︲
４
︲
１

高
島
屋
日
本
橋
本
店
７
Ｆ
特
撰
和
食
器

売
場　
（
０
３
・
３
２
１
１
・
４
１
１
１
）

２
月
16
日
（
水
）
〜
28
日
（
月
）

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
５
︲
24
︲
２

高
島
屋
新
宿
店
10
Ｆ
リ
ビ
ン
グ
特
設
売

場　
　
（
０
３
・
５
３
６
１
・
１
１
１
１
）

○
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ　

Ｍ
Ｏ
Ｎ
Ｏ　

Ｉ
Ｃ

Ｈ
Ｉ　

第
６
回
和
の
あ
る
暮
ら
し
の
カ

タ
チ
展
・「
萩
ガ
ラ
ス
」

２
月
18
日
（
金
）
〜
20
日
（
日
）

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
︲
５
︲
１

有
楽
町
・
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
Ｂ
Ｆ

１
ロ
ビ
ー（０

３
・
５
２
２
１
・
９
０
０
０
）

※
会
場
に
て
萩
ガ
ラ
ス
に
、
ロ
ゴ
や
直

筆
の
名
入
れ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開

催（問
）
萩
ガ
ラ
ス
工
房　
　
　
　
　
　

　
　
　
（
０
８
３
８
・
２
６
・
２
５
５
５
）

■
伝
統
的
工
芸
品
展
Ｗ
Ａ
Ｚ
Ａ

２
０
１
１

　

萩
焼
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
伝
統

工
芸
品
が
一
堂
に
会
し
、
展
示
・
販
売
。

２
月
24
日
（
木
）
〜
３
月
１
日
（
火
）

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
１
︲
１
︲
25

　

東
武
百
貨
店
池
袋
店

（
０
３
・
３
９
８
１
・
２
２
１
１
）

■
お
い
で
ま
せ
山
口
館
の
イ
ベ
ン
ト

○
や
ま
ぐ
ち
新
酒
フ
ェ
ア

　

萩
の
酒
造
も
出
展
し
ま
す
。

３
月
前
半

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
２
︲
３
︲
４
日

本
橋
プ
ラ
ザ
ビ
ル
１
階　

お
い
で
ま
せ

山
口
館（
０
３
・
３
７
２
２
・
３
５
１
０
）

■
金
子
信
彦　

作
陶
展

１
月
19
日
（
水
）
〜
26
日
（
水
）

大
阪
府
大
阪
市
北
区
角
田
町
８
番
７
号

大
阪
阪
急
百
貨
店

　
　
　
（
０
６
・
６
３
６
１
・
１
３
８
１
）

■
日
比
み
の
る　

水
彩
画
展

　

兵
庫
県
在
住
、
萩
高
昭
和
26
年
卒
の

日
比
稔
さ
ん
の
水
彩
画
展
で
す
。

１
月
13
日
（
木
）
〜
18
日
（
火
）
午
前

10
時
30
分
〜
午
後
６
時
30
分

兵
庫
県
伊
丹
市
東
有
岡
１
丁
目
６
︲
２

伊
丹
市
立
美
術
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
Ｊ
Ｒ
伊

丹
駅
構
内
）

■
内
村
幹
雄
作
陶
展

１
月
12
日
（
水
）
〜
18
日
（
火
）

岡
山
県
岡
山
市
北
区
表
町
２
︲
１
︲
１

天
満
屋
岡
山
店

（
０
８
６
・
２
３
１
・
７
１
１
１
）

■
広
島
市
現
代
美
術
館
オ
ー
プ
ン
・
プ

ロ
グ
ラ
ム
「
き
の
こ
ア
ー
ト
研
究
所
」

展
　

金
子
司
の
作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

２
月
24
日
（
木
）
ま
で

広
島
県
広
島
市
南
区
比
治
山
公
園
１
︲

１　

広
島
市
現
代
美
術
館

　
　
（
０
８
２
・
２
６
４
・
１
１
２
１
）

■
次
代
を
担
う
萩
焼
作
家
５
人
展

　

岡
田
泰
、
兼
田
知
明
、
厚
東
孝
明
、

吉
野
桃
李
、
松
野
創
平
の
作
品
が
展
示

さ
れ
ま
す
。

１
月
20
日
（
木
）
〜
26
日
（
水
）

島
根
県
松
江
市
朝
日
町
６
６
１　

松
江
一
畑
百
貨
店

　
　
　
（
０
８
５
２
・
５
５
・
２
５
０
０
）

■
水
津
和
之
作
陶
展

２
月
９
日
（
水
）
〜
15
日
（
火
）

岡
山
県
岡
山
市
北
区
表
町
２
︲
１
︲
１

天
満
屋
岡
山
店

（
０
８
６
・
２
３
１
・
７
１
１
１
）

■
た
ち
ば
な
会
・
か
ら
た
ち
会
・
巴
城

会
合
同
懇
親
会

　

下
関
地
区
の
萩
商
工
、
萩
高
の
合
同

総
会
。

１
月
22
日
（
土
）
午
後
６
時
30
分
〜

下
関
市
彦
島
西
山
町　

南
風
泊　

漁
港

活
魚
セ
ン
タ
ー

（
問
）
事
務
局
長　

原
嘉
昭

（
０
９
０
・
４
６
５
２
・
５
０
２
８
）

■
第
２
回
頌
美
展
（
山
口
芸
術
短
期
大

学
卒
業
生
作
品
展

　

萩
市
出
身
の
船
﨑
透
さ
ん
の
陶
芸
、

戸
嶋
由
香
さ
ん
の
版
画
が
出
品
さ
れ
ま

す
。

１
月
29
日
（
土
）
〜
２
月
１
日
（
火
）

周
南
市
銀
座
２
︲
14

近
鉄
松
下
百
貨
店　
　
　
　
　
　
　
　

（
０
８
３
４
・
２
１
・
５
０
０
０
）

■
次
代
を
担
う
萩
焼
作
家
６
人
展

　

岡
田
泰
、
兼
田
知
明
、
厚
東
孝
明
、

吉
野
桃
李
、
玉
村
信
一
、
川
口
裕
子
の

作
品
が
展
示
さ
れ
ま
す
。

２
月
３
日
（
木
）
〜
７
日
（
月
）

周
南
市
銀
座
２
︲
14

近
鉄
松
下
百
貨
店

（
０
８
３
４
・
２
１
・
５
０
０
０
）

■
金
子
司　

作
陶
展

２
月
11
日（
金
・
祝
）〜
２
月
20
日（
日
）

宇
部
市
新
天
町
１
︲
２
︲
27

ギ
ャ
ラ
ク
シ
ー
ふ
く
な
が

（
０
８
３
６
・
３
１
・
０
０
８
５
）

■
ア
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ
Ｔ
Ａ
Ｚ
Ｚ
企
画
展

○
ア
ル
パ
カ
×
手
仕
事

　

ニ
ッ
ト
製
品
の
販
売
を
し
ま
す
。

１
月
２
日
（
日
）
〜
10
日
（
月
・
祝
）

萩
市
東
田
町
１
４
４

ア
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ
Ｔ
Ａ
Ｚ
Ｚ

（
０
８
３
８
・
２
６
・
６
０
２
０
）

■
藤
崎
恒
頼　

新
作
油
彩
展

１
月
13
日
（
木
）
〜
18
日
（
火
）

萩
市
江
向
４
４
０
︲
１　

萩
郵
便
局
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ル
ー
ム

■
松
前
ひ
ろ
子
コ
ン
サ
ー
ト

　

萩
観
光
大
使
・
松
前
ひ
ろ
子
さ
ん
の

萩
を
題
材
と
し
た
新
曲
「
萩
み
れ
ん
」

の
新
曲
発
表
記
念
コ
ン
サ
ー
ト
。

７
ペ
ー
ジ
で
紹
介

１
月
29
日
（
土
）
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
30
分

萩
市
江
向
４
９
５
︲
４　

萩
市
民
館

前
売
券
２
５
０
０
円
（
新
曲
Ｃ
Ｄ
付
）

当
日
券
３
０
０
０
円

前
売
券
取
扱
所　

ア
ト
ラ
ス
萩
店
、
サ

ン
リ
ブ
萩
店
、
萩
市
役
所
案
内
係

（
問
）
萩
市
観
光
協
会

　
　
　
（
０
８
３
８
・
２
５
・
１
７
５
０
）

■
世
界
遺
産
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
萩

　

世
界
遺
産
分
野
に
お
い
て
世
界
的
に

も
第
一
人
者
で
あ
る
２
人
の
専
門
家
に

よ
る
基
調
講
演
な
ど
を
通
し
て
、
世
界

の
動
向
や
日
本
の
動
向
、
萩
の
産
業
遺

産
な
ど
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
。

２
月
21
日（
月
）
午
後
６
時
〜
８
時
30

日
本
伝
統
工
芸
展

　

陶
芸
家　

岡
田
裕
、
岡
田
泰
、
兼

田
知
明
、
玉
村
登
陽
、
波
多
野
善
蔵
、

波
多
野
英
生
、
松
尾
藻
風
、
松
尾
優

子
の
作
品
が
入
選
し
ま
し
た
。

◆
高
松
展　

１
月
２
日
（
日
）
〜
16

日
（
日
）
香
川
県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

◆
広
島
展　

１
月
19
日
（
水
）
〜
２

月
６
日
（
日
）
広
島
県
立
美
術
館

◆
福
岡
展　

２
月
９
日
（
水
）
〜
14

日
（
月
）
岩
田
屋
本
店

◆
松
山
展　

２
月
22
日
（
火
）
〜
28

日
（
月
）
三
越
松
山
店

◆
大
阪
展　

３
月
10
日
（
木
）
〜
15

日
（
火
）
大
丸
大
阪
心
斎
橋
店

第
57
回

関
西
地
区

中
国
地
区

山
口
県
関
係

萩
市
関
係

関
東
地
区
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分萩
市
椿
東
３
５
８
︲
８　

萩
本
陣

講
演
者　

松
浦
晃
一
郎
（
ユ
ネ
ス
コ
前

事
務
局
長
、
徳
地
町
出
身
）、
ニ
ー
ル
・

コ
ソ
ン
卿
（
英
国
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
・

へ
リ
テ
ー
ジ
前
総
裁
）

内
容　

講
演
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン

（
問
）
萩
市
世
界
遺
産
推
進
課

　
　
　
（
０
８
３
８
・
２
５
・
３
３
８
０
）

■
萩
焼
ぎ
ゃ
ら
り
ぃ
彩
陶
庵
の
企
画
展

○
中
土
井
律
子　

個
展

３
月
12
日
（
土
）
〜
21
日
（
月
・
祝
）

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時
30
分

萩
市
呉
服
町
１
︲
３　

彩
陶
庵

（
０
８
３
８
・
２
５
・
３
１
１
０
）

■
俥
宿
天
十
平
の
企
画
展

◦
京
都
の
陶
芸
家
清
水
善
行
の
作
品
展

３
月
26
日
（
土
）
〜
４
月
３
日
（
日
）

萩
市
南
古
萩
町
33
︲
５　

俥
宿
天
十
平

（
０
８
３
８
・
２
６
・
６
４
７
４
）

■
フ
ジ
テ
レ
ビ
金
曜
プ
レ
ス
テ
ー
ジ

『
浅
見
光
彦
シ
リ
ー
ズ
39
「
遺
骨
」』

　

タ
レ
ン
ト
の
中
村
俊
介
（
浅
見
光
彦

役
）、
原
史
奈
（
森
恵
子
役
）
が
出
演
、

萩
市
の
窯
元
（
野
坂
窯
）
や
城
下
町
、

菊
ヶ
浜
で
撮
影
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

放
送
予
定
日　

１
月
14
日
（
金
）
午
後

９
時
〜
10
時
54
分

放
送
局　

フ
ジ
テ
レ
ビ
系
列

■
「
釣
り
自
慢
タ
レ
ン
ト
対
抗
！
冬
の

日
本
海
一
本
釣
り
勝
負
！
」

　

釣
り
自
慢
タ
レ
ン
ト
３
人
が
山
口
県

萩
市
に
集
合
！
こ
れ
が
高
級
魚
と
思
う

魚
を
そ
れ
ぞ
れ
狙
う
、
ガ
チ
ン
コ
一
本

釣
り
勝
負
！

　

タ
レ
ン
ト
の
川
田
広
樹
（
ガ
レ
ッ
ジ

セ
ー
ル
）・
つ
る
の
剛
志
・
水
野
裕
子

の
３
人
が
見
島
沖
で
ア
マ
ダ
イ
、
ク
ロ

マ
グ
ロ
、
キ
ジ
ハ
タ
の
ブ
ラ
ン
ド
魚
を

狙
っ
て
釣
り
バ
ト
ル
を
開
催
。

放
送
予
定
日　

１
月
15
日
（
土
）
午
前

10
時
30
分
〜
11
時
25
分

放
送
局　

日
本
テ
レ
ビ
系
列
22
局
ネ
ッ

ト■
「
強
く
な
く
て
い
い
『
弱
く
な
い
生

き
方
』
を
す
れ
ば
い
い
」　

藤
原
茂
著

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル　

仕
事
の
流
儀
」
で
紹
介
さ
れ
大
反
響
を

呼
ん
だ
著
者
が
、心
身
の
「
不
自
由
さ
」

を
幸
せ
に
変
え
る
「
心
を
錆
び
さ
せ
な

い
生
き
方
」
と
い
う
逆
転
の
発
想
を
紹

介
す
る
。

価
格　

１
５
７
５
円
／
２
１
５
頁

発
行　

東
洋
経
済
新
報
社

■
吉
田
松
陰
２
０
１
１
カ
レ
ン
ダ
ー

　

詩
文
で
綴
る
吉
田
松
陰
の
生
涯
。

Ｂ
３
版
／
13
枚
綴
り

価
格　

５
０
０
円

発
行　

マ
シ
ヤ
マ
印
刷

（
０
８
３
８
・
２
２
・
１
１
０
３
）

■
「
伊
藤
博
文
～
知
の
政
治
家
」

瀧
井
一
博
著

　

伊
藤
の
隠
さ
れ
た
思
想
と
国
家
構
想

を
明
ら
か
に
す
る
充
実
の
評
伝
。

　

若
手
研
究
者
が
受
賞
す
る
こ
と
で
知

ら
れ
る
サ
ン
ト
リ
ー
学
芸
賞
を
受
賞
。

発
行　

中
央
新
書
／
９
８
７
円

■
「
わ
が
夫　

坂
本
龍
馬　

お
り
ょ
う

聞
書
き
」　　
　
　
　
　

 

一
坂
太
郎
著

　

11
月
５
日
に
放
送
さ
れ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総

合
テ
レ
ビ
「
ふ
る
さ
と
発
ス
ペ
シ
ャ
ル

恋
女
房
お
り
ょ
う　

龍
馬
を
語
る
」
で
、

女
優
の
富
田
靖
子
さ
ん
が
本
書
の
内
容

を
朗
読
。
放
送
の
反
響
も
大
き
く
５
刷

２
万
部
を
出
版
。
ま
た
神
奈
川
県
横
須

賀
市
大
津
の
信
楽
寺
に
あ
る
お
り
ょ
う

の
墓
へ
の
参
拝
者
が
増
え
た
そ
う
で
す
。

発
行　

朝
日
新
書
／
７
３
５
円

■
「
伊
藤
博
文
直
話
」

　

幕
末
動
乱
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
伊
藤
が
、

自
ら
語
っ
た
唯
一
の
「
自
伝
」
本
。
若

き
日
の
武
勇
伝
を
得
意
げ
に
語
る
「
直

談
」
か
ら
は
、
本
人
の
肉
声
が
直
に
伝

わ
っ
て
く
る
。

発
行　

新
人
物
文
庫
／
７
０
０
円

■
九
州
指
月
会
（
萩
高
同
窓
会
）
支
部

便
り

　

平
成
５
年
に
萩
中
、
萩
高
女
、
萩
高

卒
の
有
志
で
開
始
さ
れ
た
九
州
指
月
会

は
、
今
年
20
回
記
念
を
迎
え
ま
す
。

　

９
月
11
日
（
日
）
に
福
岡
天
神
で
開

催
す
べ
く
、
昭
和
34
年
か
ら
53
年
卒
か

ら
な
る
実
行
委
員
会
を
作
っ
て
九
州
在

住
の
３
０
０
名
の
皆
様
へ
の
ご
案
内
の

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
萩
に
関
わ
る

記
念
事
業
も
企
画
中
で
す
の
で
、
九
州

在
住
の
先
輩
と
平
成
卒
の
若
い
皆
様
の

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

会
長　

藤
田
博
文

　
　
（
０
９
０
・
６
７
７
９
・
７
５
９
７
）

実
行
委
員
長
・
事
務
局　

廣
瀬
勝
彦　

　
　
（
０
９
０
・
８
４
０
３
・
７
７
０
７
）

①
忠
小
兵
衛
蒲
鉾
本
店
の「
ゆ
ず
巻
き
」

２
本
セ
ッ
ト
を
10
名
様
。

②
萩
・
井
上
商
店
の
「
し
そ
わ
か
め
」

青
ラ
ベ
ル
を
10
名
様
。（
道
の
駅
・
萩

往
還
の
提
供
）

■
応
募
方
法

ハ
ガ
キ
に
品
名
、
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
、
近
況
等
を
明
記
の
う
え
、
萩

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
プ
レ
ゼ
ン
ト
係
ま

で
。
１
月
末
日
（
消
印
有
効
）。

田
邊
壽
男
さ
ん　
　
（
兵
庫
県
伊
丹
市
）

昭
和
電
気
工
業　
　
　
　
　
　
（
萩
市
）

末
益
栄
さ
ん　
　
　
（
千
葉
県
千
葉
市
）

中
村
晋
さ
ん　
　
　
（
千
葉
県
千
葉
市
）

前
野
弘
幸
さ
ん（
神
奈
川
県
相
模
原
市
）

藤
井
卓
さ
ん　
　
　
　
　
　
（
宇
部
市
）

大
田
忠
幸
さ
ん　
　
　
　
　
　
（
萩
市
）

横
田
佳
隆
さ
ん　
　
　
（
千
葉
県
柏
市
）

西
村
範
子
さ
ん　
（
埼
玉
県
春
日
部
市
）

井
上
優
子
さ
ん　
（
東
京
都
八
王
子
市
）

北
原
静
恵
さ
ん　
（
東
京
都
世
田
谷
区
）

横
山
和
彦
さ
ん　
　
（
千
葉
県
白
井
市
）

山
﨑
三
枝
さ
ん　
（
埼
玉
県
春
日
部
市
）

奥
川
妙
子
さ
ん　
　
（
東
京
都
清
瀬
市
）

大
西
敏
富
さ
ん　
（
神
奈
川
県
座
間
市
）

香
川
勝
善
さ
ん　
　
（
埼
玉
県
越
谷
市
）

竹
林
博
文
さ
ん　
　
（
埼
玉
県
所
沢
市
）

藤
村
義
郎
さ
ん　
　
（
埼
玉
県
川
越
市
）

古
谷
良
人
さ
ん　
（
千
葉
県
鎌
ヶ
谷
市
）

西
郷
寿
さ
ん　
　
　
（
埼
玉
県
越
谷
市
）

松
浦
偉
野
さ
ん　
（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

吉
松
悦
子
さ
ん　
（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

杉
谷
広
美
さ
ん　
　
（
千
葉
県
鴨
川
市
）

益
田
都
さ
ん　
　
（
東
京
都
世
田
谷
区
）

港
武
さ
ん　
　
　
（
東
京
都
国
分
寺
市
）

中
野
タ
カ
子
さ
ん（
東
京
都
武
蔵
野
市
）

浜
崎
千
加
子
さ
ん　
（
東
京
都
文
京
区
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
10
月
27
日
～
12
月
24
日 

27
人
）

新
規（
再
）加
入
会
員

テ
レ
ビ
情
報

出
版
情
報

プ
レ
ゼ
ン
ト

▲化学調味料
不使用の青ラベル
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こおりもち
材料（４人分）

作り方
①餅米は、よく洗い、一晩水に浸けて置く。
②餅米の水を切り、蒸し器で蒸して餅をつく。（途中で塩、
　ごま、青海苔等、好みの物を入れてつく）
③箱に流し、平らにのばし、２〜３日で薄く切り、２日位
　寝かして、風のあたらないところで２〜３週間位干す。
※かきもちを焼くときは、弱火で気長に焼くとふっくらと
　火が通って美味しい。

　寒に入ると作られる保存食で、昔は農繁期など子ども達のお
やつとして重宝された。青海苔、豆類、ごまなどを入れて、い
ろんな味を楽しむことができる。

こだわり
塩茶にして食べてもおいしい。昔は食紅が使われていたが現在
では自然の物（よもぎ、紫いも・青海苔等）を入れて作っている。萩

青海苔やごまを入れる。川上

多種の混ぜ物（青海苔、豆類、ごま・・・）を入れ 1 ヶ月程
度は干す。須佐

　

・餅米
・塩
・青海苔、ごま等

１升
30 〜 50g
適宜

（かきもち）

●問合せ / 萩市観光協会
☎０８３８・２５・１７５０
★料理は各飲食店により異なります。
写真はイメージです。

超がつくほどの高級魚。鮮度が命
の魚であるため、都市部で刺身を
味わうのは困難。
萩では漁場が近いため鮮度がよく
美味しい刺身を堪能できます。

伝統的漁法「四手網」で漁る「しろ
うお」。活きたまま、すいち（酢醤
油）をつけて食べる「おどり食い」
を季節料理として２月下旬から３
月下旬に味わえます。

２月上旬から４月上旬しか味わえ
ない萩の天然真ふぐは、トラフグ
に負けない味にもかかわらず価格
はトラフグの半値以下！萩市内飲
食店でおいしく味わえます。

千春楽、萩たなかホテル、萩本陣、
萩小町、萩観光ホテル、常茂恵、高
大、萩グランドホテル天空、萩一輪、
北門屋敷、雁島別荘にて、夕食時＋
500円で萩の地酒３種類（ホテルに
よって提供方法は異なります）の萩
の地酒試飲セットをご提供します。

キャン
ペーン

●期間／１月〜３月
●場所／市内各所
●料金（要予約）／１セットお一人様500円
●提供方法／夕食時
●問合せ／萩市観光協会
　☎０８３８・２５・１７５０

キャン
ペーン

●期間 / １月〜３月
●場所 / 萩たなかホテル、萩一輪、萩小町、
萩の浜、萩本陣・湯の丸、萩グランドホテ
ル 天空、田万川温泉 憩いの湯、萩阿武川
温泉 ふれあい会館
●問合せ / 萩温泉旅館共同組合
　☎０８３８・２２・７５９９

キャン
ペーン

お得な
クーポン付き
パスポート
!!

味めぐりキャンペーン 地酒キャンペーン
湯めぐりキャンペーン イベント情報か満載！

萩市観光協会、萩市観光課、東萩駅観光
案内所でＧＥＴしてぶらりまちあるきに
出かけよう !!

●期間／２月３日（木）〜４月３日（日）
●場所／旧久保田家住宅、菊屋家住宅、萩博物館、青木周弼旧宅、旧湯川家屋
敷、旧山中家住宅、梅屋七兵衛旧宅、旧山村家住宅、旧田中別邸、田町商店街
●問合せ／萩市観光課　☎０８３８・２５・３１３９


