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　笠山の椿群生林では「萩・椿まつり」が開催中です（～ 3 月
20 日）。写真は昨年の椿写真コンテスト最優秀賞の「幸せの椿
占い」（中野紀男、長門市在住）。また、萩市では 4 月から「ふ
るさと寄付推進事業」に取り組みます。萩を愛する方々から寄
附を募り基金として積み立て、指定された事業に活用します。
あなたのふるさと萩を応援してください！
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世
界
文
化
遺
産
候
補
に
再
提
案

　

萩
市
は
、
世
界
文
化
遺
産
国
内
暫

定
リ
ス
ト
へ
の
追
加
を
目
指
し
て
、

一
昨
年
11
月
に
提
案
し
て
継
続
審
議

と
な
っ
た
萩
城
・
城
下
町
及
び
明
治

維
新
関
連
遺
跡
群
、
九
州
・
山
口
の

近
代
化
産
業
遺
産
群
の
２
件
に
つ
い

て
、
昨
年
12
月
、
文
化
庁
に
再
提
案

し
ま
し
た
。

　

山
口
市
、防
府
市
、山
口
県
と
共
同

提
案
し
た「
萩
︱
日
本
の
近
世
社
会

を
切
り
拓
い
た
城
下
町
の
顕
著
な
都

市
遺
産
」は
、
前
回
提
案
か
ら
明
治
維

世
界
文
化
遺
産
候
補
に
再
提
案

萩
ー
日
本
の
近
世
社
会
を
切
り
拓
い
た

城
下
町
の
顕
著
な
都
市
遺
産

九
州
・
山
口
の
近
代
化
産
業
遺
産
群

ー
非
西
洋
世
界
に
お
け
る
近
代
化
の
先
駆
け

　

萩
市
観
光
協
会
が
ま
と
め
た
昨
年
１

年
間
の
萩
市
の
観
光
客
数
は
、
前
年
を

９
万
５
２
７
８
人
（
6.8
％
）
上
回
る

１
５
０
万
５
８
０
７
人
、
宿
泊
客
も
前

年
を
３
万
３
８
８
０
人
（
7.7
％
）
上
回
る

47
万
２
５
３
０
人
と
、
い
ず
れ
も
２
年

連
続
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。
観
光
客
が

１
５
０
万
人
を
超
え
た
の
は
、
10
年
ぶ
り
。

　

同
協
会
で
は
、
文
化
財
を
生
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
や
萩
温
泉
郷
の
浸
透
、
ス
ポ
ー

ツ
・
文
化
行
事
や
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
の
開

催
、
宿
泊
施
設
の
整
備
の
充
実
な
ど
が
プ

ラ
ス
要
因
と
分
析
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
、
明
治
維
新
１
４
０
年
記
念
事

業
と
し
て
萩
博
物
館
特
別
展
や
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
な
ど
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ

る
ほ
か
、
７
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、
Ｊ

Ｒ
グ
ル
ー
プ
が
全
国
に
向
け
山
口
県
を

集
中
的
に
Ｐ
Ｒ
す
る
「
お
い
で
ま
せ
山
口

デ
ィ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
」
に
よ
り
、
昨
年
以
上
の
観
光
客
が
期

待
で
き
そ
う
で
す
。

　
「
吉
田
松
陰
」「
高
杉
晋
作
」「
桂
小
五

郎
」
の
歴
史
上
の
著
名
な
人
物
を
、
貸
金

等
を
業
務
と
す
る
東
京
の
会
社
が
商
標
登

録
し
た
こ
と
が
分
か
り
、
２
月
15
日
、
萩

市
は
「
遺
族
等
を
は
じ
め
３
人
を
敬
愛
す

る
郷
土
の
人
々
や
国
民
の
社
会
的
感
情
を

著
し
く
損
ね
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
恐
れ

が
あ
る
」
な
ど
と
し
て
、
特
許
庁
に
登
録

取
消
し
を
求
め
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。

　

商
標
登
録
は
、
２
０
０
５
年
６
月
に
宮

城
県
の
食
品
会
社
が
出
願
。
特
許
庁
は
拒

絶
し
て
い
ま
し
た
が
、
会
社
側
が
不
服
審

判
を
請
求
。
そ
の
後
会
社
は
破
産
し
、
こ

の
権
利
を
受
け
継
い
だ
東
京
の
会
社
が
11

月
16
日
に
商
標
登
録
を
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

「
吉
田
松
陰
」「
桂
小
五
郎
」
は
乳
製
品
や

食
肉
、
加
工
水
産
物
な
ど
24
種
類
の
食
品
、

「
高
杉
晋
作
」
は
そ
れ
ら
の
食
品
に
加
え
、

酒
類
や
清
涼
飲
料
な
ど
に
商
標
登
録
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

萩
市
は
、「
萩
市
民
が
誇
り
と
す
る
松

陰
先
生
は
じ
め
維
新
の
志
士
た
ち
の
名
を
、

縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
他
地
の
第
三
者
が
商

標
登
録
し
、
独
占
排
他
的
に
商
売
の
具
と

し
て
利
用
す
る
こ
と
は
、
市
民
感
情
と
し

て
も
、
ご
子
孫
の
気
持
ち
と
し
て
も
許
し

が
た
く
、
ま
た
、
商
標
登
録
の
本
来
の
趣

旨
に
反
す
る
も
の
と
考
え
る
」
と
指
摘
し
、

２
月
20
日
に
は
、
山
口
県
市
長
会
で
制
度

の
見
直
し
を
求
め
る
要
望
が
議
決
さ
れ
る

な
ど
、
今
後
、
関
係
機
関
な
ど
に
呼
び
か

け
、
商
標
登
録
制
度
の
見
直
し
を
求
め
て

い
く
方
針
で
す
。

商標に 吉田松陰 高杉晋作 桂小五郎 前年比
6.8％増

新
を
外
し
て
萩
城
下
町
に
限
定
。
さ

ら
に
萩
往
還
を
資
産
に
加
え
ま
し
た
。

　

鹿
児
島
県
な
ど
６
県
11
市
で
共
同

提
案
し
た
「
九
州
・
山
口
の
近
代
化

産
業
遺
産
群
︱
非
西
洋
世
界
に
お
け

る
近
代
化
の
先
駆
け
」
は
、
資
産
を

９
件
増
加
し
22
件
で
提
案
。
萩
市
関

係
は
萩
反
射
炉
に
加
え
、
松
下
村
塾

と
恵
美
須
ヶ
鼻
造
船
所
跡（
中
小
畑
）

が
資
産
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
提
案
の
審
査
結
果
は
、
今

年
６
月
頃
に
発
表
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　萩往還は、毛利藩主が江戸への参勤交
代での御成道として開かれました。日本
海側の萩と瀬戸内海側の三田尻港（防府
市）をほぼ直線で結び、全長は約 53㎞。
幕末には、維新の志士たちが往来し、歴
史の上で重要な役割を果たしました。
　この萩往還の見所を詳しく紹介して
いるのが「萩往還散策マップ」。萩の巻、
旭の巻、山口の巻、防府の巻の全４巻あ
り、萩往還の魅力が満載されています。
お問い合わせは萩市観光協会（０８３８・
２５・１７５０）へ。

萩往還散策マップ
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国道萩・三隅道路（15.2 ㎞）
今回開通7.1 ㎞
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萩・三隅道路が開通 !
県内の山陰側で
初の自動車専用道路

　

萩
市
で
は
、
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
萩
ら
し
い
魅
力
あ

る
政
策
を
全
国
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
広

く
萩
を
愛
す
る
人
々
か
ら
寄
附
を
募
る

「
ふ
る
さ
と
寄
附
推
進
事
業
」
に
取
り

組
み
ま
す
。

　

萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
会
員
の
皆
様

に
は
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て
別
途
ご
案

内
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

■
寄
附
金
の
使
途
を
寄
附
者
が
指
定

　

寄
附
金
の
使
途
は
、
次
に
例
示
す
る

事
業
（
予
定
）
な
ど
か
ら
、
寄
附
者
が

指
定
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

　

寄
附
金
は
、「
あ
な
た
の
ふ
る
さ
と

萩
応
援
基
金
」
に
積
み
立
て
、
指
定
さ

れ
た
事
業
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

【
寄
付
金
の
使
途
】（
例
）

①
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
推
進
事
業
（
歴

史
・
文
化
的
遺
産
の
保
存
・
活
用
等
）

②
中
央
公
園
整
備
事
業
（
樹
木
、
ベ
ン

チ
、
公
園
灯
）

③
新
図
書
館
整
備
事
業
（
図
書
等
）

④
各
地
域
の
振
興
の
た
め
の
事
業

⑤
そ
の
他
目
的
達
成
の
た
め
に
、
市
長

が
必
要
と
認
め
る
事
業

※
②
は
、
樹
木
、
ベ
ン
チ
、
公
園
灯
に

つ
い
て
、
樹
種
、
規
格
に
よ
り
１
本
あ

る
い
は
１
基
単
位
で
指
定
し
て
い
た
だ

く
も
の
で
、
施
工
時
期
に
併
せ
て
別
途

募
集
す
る
予
定
で
す
。

■
寄
附
者
に
萩
の
特
産
品
を
贈
呈

　

萩
市
へ
寄
附
さ
れ
た
方
に
、
感
謝
の

気
持
ち
と
し
て
夏
み
か
ん
な
ど
ふ
る
さ

と
萩
の
特
産
品
を
贈
る
こ
と
を
検
討
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
定
額
以
上
寄
附

さ
れ
た
場
合
は
、
顕
彰
し
て
末
永
く
そ

の
功
績
を
称
え
ま
す
。

■
寄
附
金
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
方
法

（
予
定
）

①
寄
附
申
出
書
に
よ
り
萩
市
へ
寄
附
の

お
申
し
込
み
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

②
萩
市
か
ら
納
付
書
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
最
寄
り
の
郵
便
局
、
銀
行
等
で
納

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

③
萩
市
か
ら
寄
附
金
の
受
領
を
証
明
す

る
書
類
等
を
郵
送
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

〒
７
５
８
¦
８
５
５
５

山
口
県
萩
市
企
画
課

（
０
８
３
８・２
５・３
１
１
７
、Ｆ
Ａ
Ｘ

０
８
３
８・２
６・３
８
０
８
、Ｅ
メ
ー
ル

kikaku@
city.hagi.yam

aguchi.jp

）

あなたのふるさと
萩を応援してください！
萩市がふるさと寄附推進事業に

取り組みます

　

三
見
〜
三
隅
地
区
間
の
国
道
１
９
１

号
は
、
カ
ー
ブ
が
多
く
、
豪
雨
時
の

土
砂
災
害
や
冬
場
の
積
雪
、
連
続
雨
量

１
５
０
㎜
以
上
で
の
通
行
止
め
が
度
々

発
生
し
て
い
ま
し
た
が
、
開
通
に
よ
り
、

こ
う
し
た
問
題
が
解
消
さ
れ
、
地
域
の

活
性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

萩
・
三
隅
道
路
は
、
平
成
４
年
に
国

の
直
轄
事
業
で
計
画
さ
れ
た
長
さ
15
・

２
㎞
の
自
動
車
専
用
道
路
で
、
将
来
は

山
陰
自
動
車
道
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
予

定
で
す
。
総
事
業
費
は
約
７
８
０
億
円

で
、
今
回
の
開
通
区
間
は
約
４
０
０
億

円
。
こ
の
区
間
は
、
山
口
県
内
の
山
陰

地
方
初
の
高
規
格
幹
線
道
路
の
開
通
と

な
り
ま
す
。

　

所
要
時
間
は
、
萩
市
〜
長
門
市
間
が

35
分
か
ら
約
32
分
、
全
線
開
通
さ
れ
れ

ば
約
25
分
に
短
縮
さ
れ
ま
す
。

　

残
る
三
見
明
石
〜
椿
間
は
、
国
体
が

山
口
県
で
開
催
さ
れ
る
平
成
23
年
度
の

開
通
を
目
指
し
て
、
現
在
工
事
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　萩市椿と長門市三隅を結ぶ道路
として「国道１９１号萩・三隅道
路」15.2㎞のうち、明石〜三隅
インター間7.1㎞が、２月23日
に開通しました。

　生まれ故郷などの県や市町に寄附すると、住
民税の一部控除が受けられる「ふるさと納税」

（地方税法の改正法律案）が国会で審議中です。
　法案が成立した場合、寄附金額から 5,000
円を控除した額が住民税から税額控除（住民税
の約１割を上限）されます。

寄附金にかかる税金の軽減措置

寄附金　40,000 円

適用下限額 5,000 円

住民税の税額控除　31,500 円

所得税の所得控除 3,500 円

■寄附金控除のイメージ
【例】夫婦と子ども２人、給与収入 700 万円（年額）
○住民税 30 万円で、４万円を寄附した場合

【
事
業
の
概
要
】

飯井第一橋
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歴
史
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
奈
良

本
辰
也
は
、
山
口
県
出
身
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
長
州
に
対
す
る
思
い

は
こ
と
の
ほ
か
強
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
そ
れ
は
著
書
に「
明
治
維
新
論
」

「
近
世
封
建
社
会
史
論
」
な
ど
の
ほ
か

に
「
吉
田
松
陰
」「
高
杉
晋
作
」「
維
新

人
間
像
」「
あ
あ
東
方
道
な
き
か
ー
前

原
一
誠
」
な
ど
所
謂
長
州
も
の
が
多
い

こ
と
で
も
窺
え
ま
す
。

　

大
正
２
年
に
周
防
大
島
町
に
生
ま
れ

た
奈
良
本
は
、
昭
和
13
年
、
京
都
大
学

を
で
る
と
教
職
に
就
き
、
戦
後
は
立
命

館
大
学
の
教
授
と
し
て
近
代
社
会
史
の

分
野
で
幅
広
く
研
究
し
、
と
り
わ
け
明

治
維
新
史
の
分
野
で
大
き
な
評
価
を
受

け
ま
し
た
。
昭
和
44
年
、
大
学
紛
争
を

機
に
退
官
し
在
野
の
研
究
者
と
し
て
著

述
、
講
演
等
に
活
躍
し
ま
し
た
。
な
か

で
も
昭
和
26
年
に
発
表
し
た
「
吉
田
松

陰
」
は
、「
時
代
の
要
請
に
合
目
的
的

な
松
陰
像
」
と
い
う
長
い
間
の
呪
縛
を

解
き
放
っ
た
と
し
て
大
い
に
注
目
さ
れ

ま
し
た
。
現
代
の
「
松
陰
像
」
の
捉
え

方
は
奈
良
本
に
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
ま

こ
こ
が
維
新
の
出
発
点
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
歴
史
家
と
し
て
の
私
の
原
点
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。」

と
。大

方
の
作
家
達
の
旅
紀
行
は
「
楽

し
げ
で
表
層
的
」
な
も
の
と
相

場
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
奈
良
本

の
そ
れ
は
趣
が
違
い
ま
す
。
自
身
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
萩
へ
の
思
い
入
れ
が

深
く
、
萩
を
藩
都
と
し
た
毛
利
藩
政
の

２
６
０
年
と
明
治
維
新
後
の
１
０
０
年

を
し
っ
か
り
捉
え
、
維
新
成
立
の
裏
側

に
あ
る
秘
め
た
る
精
神
風
土
を
検
証
す

る
旅
と
も
い
え
ま
す
。

　

奈
良
本
は
田
床
山
か
ら
市
街
地
を
鳥

瞰
し
た
あ
と
、
東
光
寺
か
ら
吉
田
松
陰

の
墓
地
に
詣
で
、
さ
ら
に
簡
素
な
旧
居

跡
に
立
っ
て
松
陰
の
内
面
に
迫
り
ま
す
。

そ
し
て
玄
瑞
、
晋
作
、
長
井
雅う

た楽
、
坪

井
九
右
衛
門
、
村
田
清
風
等
の
史
跡
を

訪
ね
藩
都
萩
の
長
い
歴
史
の
ひ
だ
を
な

ぞ
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　
「
毛
利
藩
と
い
う
も
の
に
は
、
ど
こ

か
君
臣
一
体
感
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

　
「
師
の
熱
誠
を
秘
め
た
静
か
な
話
し

ぶ
り
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
弟
子
達
は

き
っ
と
語
ら
れ
る
言
葉
を
こ
え
た
意
味

を
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」

　
「
武
士
の
生
き
様
と
言
う
意
味
で
長

井
雅
楽
ほ
ど
武
士
ら
し
い
生
涯
を
持
っ

た
人
物
は
い
な
い
だ
ろ
う
」

　
「
歴
史
は
時
と
し
て
異
な
る
観
点
か

ら
光
を
あ
て
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
光

源
の
置
き
方
次
第
で
、
そ
の
像
は
大
き

く
も
小
さ
く
も
な
る
」

　

歴
史
家
、
奈
良
本
の
萩
の
旅
は
、
深

い
思
索
と
と
も
に
す
す
む
。

萩
の
地
で
萩
高
校
の
存
在
感
は
格

別
の
よ
う
で
す
。
萩
高
を
卒
業

し
て
全
国
に
散
っ
た
学
生
達
は
、
夏
休

み
に
帰
省
す
る
と
「
萩
学
生
会
」
と
言

う
名
で
活
動
す
る
の
が
旧
制
中
学
時
代

か
ら
の
伝
統
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
弁

論
部
、
後
の
新
聞
部
Ｏ
Ｂ
が
中
心
で
毎

年
弁
論
大
会
を
催
し
て
気
勢
を
上
げ
て

い
た
と
い
い
ま
す
。
昭
和
41
年
の
夏
は
、

奈
良
本
辰
也
を
招
い
て
講
演
会
を
開
い

す
。

　

奈
良
本
の
本
を
改
め
て
読
み
返
し
て

み
ま
し
た
が
、
松
陰
の
著
作
や
書
簡
を

整
理
し
た「
松
陰
全
集
」に
拠
っ
た
淡
々

と
し
た
記
述
で
、
こ
れ
が
画
期
的
な
の

か
と
逆
に
驚
き
ま
し
た
。

　

明
治
維
新
史
学
会
の
会
員
で
萩
博
物

館
の
研
究
員
道
迫
真
吾
さ
ん
は
「
日
本

が
軍
国
主
義
へ
と
突
き
進
ん
で
ゆ
く
過

程
で
、
松
陰
は
国
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と

を
厭
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
軍
国
少
年
の

養
成
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
奈
良
本
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
松
陰

は
そ
の
型
枠
を
外
さ
れ
、
時
代
と
対
決

し
た
一
人
の
人
間
と
し
て
の
松
陰
を
観

る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」
と
解
説
し
て
く
れ
ま
し

た
。
道
迫
氏
の
い
う
よ
う
に
、
奈
良
本

以
前
の
作
品
が
あ
ま
り
に
も
時
代
の
国

家
観
に
追
随
し
、
或
い
は
時
代
が
要
請

す
る
国
民
像
と
し
て
の
松
陰
を
描
き
続

け
て
き
た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

奈
良
本
の
萩
の
旅
は
昭
和
48
年
、

野
に
下
っ
て
４
年
、
60
歳
の
頃

ふ
る
さ
と
文
学
散
歩
13

で
す
。

　
「
萩
は
い
つ
も
不
思
議
な
静
け
さ
の

中
に
あ
る
。
そ
れ
は
萩
と
い
う
街
が
、

百
年
前
に
歴
史
を
凍
ら
せ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
近
世
三
百
年
の
歴

史
を
そ
こ
に
閉
じ
こ
め
て
、
そ
の
あ
と

百
年
の
変
化
は
、
で
き
る
だ
け
表
面
に

出
さ
な
い
よ
う
に
街
全
体
が
懸
命
に
努

力
し
て
い
る
。
萩
の
寂し

ず

か
な
風
景
に
接

し
て
思
う
の
は
、
ま
ず
こ
の
こ
と
だ
。」

　

歴
史
学
者
奈
良
本
辰
也
は
、
紀
行
文

「
萩
、
津
和
野
の
旅
」
を
こ
う
書
き
出

し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
萩
の
人
た
ち

は
き
わ
め
て
誇
り
や
か
で
あ
る
。
明
治

維
新
と
い
う
近
代
の
黎
明
を
も
た
ら
し

た
歴
史
の
主
役
が
、
自
分
た
ち
の
先
祖

で
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
萩
を
訪
れ
る

人
の
多
く
が
、
た
ん
に
観
光
を
目
的
と

し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
維
新
の
故

郷
を
求
め
て
こ
こ
へ
現
れ
る
の
だ
と
い

う
こ
と
を
、
充
分
に
理
解
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。」
さ
ら
に
「
私
が
い
く
た

び
も
萩
を
訪
れ
て
飽
き
な
い
の
は
、
勿

論
萩
が
希
に
み
る
風
光
明
媚
な
景
観
の

中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
が
、

（1913〜2001）
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た
と
い
い
ま
す
。

　

開
催
準
備
に
追
わ
れ
た
下
瀬
信
雄
さ

ん
（
シ
モ
セ
ス
タ
ジ
オ
代
表
）
は
「
あ

の
年
は
川
渕
正
臣
君
や
澤
井
隆
夫
君
ら

が
中
心
で
し
た
か
ね
。
奈
良
本
教
授
の

招
致
に
は
立
命
館
の
川
渕
君
や
京
大
の

野
村
興
児
君
ら
京
都
組
が
当
た
っ
た
と

思
い
ま
す
。
謝
礼
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
あ
る

意
味
よ
き
時
代
だ
っ
た
と
も
言
え
ま
す
。

当
日
の
演
題
は
確
か
「
現
代
に
お
け
る

松
陰
像
」
で
し
た
。
講
演
会
と
懇
談
会

は
市
民
も
交
え
て
盛
会
で
し
た
。」

　

萩
に
と
っ
て
奈
良
本
は
当
時
か
ら
注

目
さ
れ
る
人
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

奈
良
本
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
。「
萩
の

な
が
い
旅
は
終
わ
っ
た
。
な
が

い
と
い
う
の
は
私
が
歩
い
た
時
間
を
い

う
の
で
は
な
い
。
歩
く
だ
け
な
ら
、
萩

は
小
さ
な
城
下
町
で
あ
る
。
さ
し
て
時

間
は
か
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
一
つ

の
墓
石
、
か
た
む
い
た
門
、
侘
び
し
い

屋
敷
跡
等
々
、
そ
の
ど
れ
に
も
濃
密

な
人
間
の
ド
ラ
マ
が
秘
め
ら
れ
て
い
て
、

そ
の
ド
ラ
マ
の
中
に
生
き
て
死
ん
だ

個
々
の
人
間
の
生
涯
を
、
ひ
と
り
ひ
と

り
自
分
の
心
に
た
ど
る
と
す
れ
ば
、
時

間
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
た
り
な
い
。

　

私
の
旅
は
、
吉
田
松
陰
に
は
じ
ま
っ

て
、
吉
田
松
陰
に
終
わ
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
旅
は
終
わ
っ
た
け
れ
ど
、
私

と
松
陰
と
の
交
情
は
今
後
も
つ
づ
く
は

ず
で
あ
る
。
私
自
身
、
年
を
重
ね
る
に

つ
れ
て
、
彼
に
対
す
る
興
味
は
多
様
に

な
っ
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
松
陰

に
た
い
し
て
だ
け
で
な
く
、
萩
の
す
べ

て
に
、
で
あ
る
。
思
う
に
、
萩
は
志
を

も
っ
て
訪
ね
る
街
で
あ
る
。
感
受
す
る

者
の
心
の
深
さ
次
第
で
、
こ
の
寂
か
な

街
は
、
無
限
に
多
く
の
人
間
の
物
語
を

語
り
か
け
て
く
る
の
だ
か
ら
。」

　

奈
良
本
の
紀
行
は
他
の
ど
の
作
家
の

そ
れ
よ
り
も
重
厚
で
す
。
萩
と
い
う
町

の
精
神
風
土
を
内
側
か
ら
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
に
充
分
で
す
。
奈
良
本
は
松
陰

の
人
間
的
本
質
に
迫
っ
た
だ
け
で
な
く
、

萩
を
訪
れ
る
人
々
、
と
り
わ
け
若
者
達

に
「
志
を
も
つ
人
生
」
を
問
い
か
け
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

（
高
井　

誠　

エ
ッ
セ
イ
ス
ト　

日
本

ペ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
）

中公新書（昭和40年）

朝日新聞社（昭和48年）

吉
田
松
陰
の
音
楽
劇

東京で講演

　

１
月
25
日
か
ら
２
月
３
日
に
か
け

て
、
東
京
・
青
年
座
劇
場
で
幕
末
の

志
士
・
吉
田
松
陰
を
主
人
公
に
し
た

音
楽
劇
「
帰
り
花
」
が
公
演
さ
れ
ま

し
た
。

　
「
帰
り
花
」
は
、
吉
田
松
陰
の
半

生
と
、
松
陰
の
教
え
を
受
け
た
松
下

村
塾
の
若
者
（
高
杉
晋
作
、
久
坂
玄

瑞
、
伊
藤
博
文
な
ど
）
た
ち
が
松
陰

の
志
を
引
き
継
い
で
新
し
い
日
本
を

創
る
姿
を
描
い
た
舞
台
で
、主
人
公
・

松
陰
を
宝
塚
出
身
の
大
浦
み
ず
き
が

演
じ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
作
品
は
、
平
成
17
年
度
文
化

庁
舞
台
芸
術
創
作
奨
励
賞
佳
作
受
賞

作
。
演
出
を
手
掛
け
た
宮
田
慶
子
さ

ん
は
、
現
代
演
劇
で
最
も
活
躍
著
し

い
演
出
家
の
一
人
で
紀
伊
国
屋
演
劇

賞
な
ど
受
賞
歴
も
多
数
。
今
回
の
公

演
に
先
立
ち
「
松
下
村
塾
で
子
弟
を

教
え
た
教
育
者
と
し
て
の
印
象
が
強

か
っ
た
か
ら
、
人
間
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
つ
か
む
た
め
萩
に
行
っ
て
き
た
」

そ
う
で
す
。

︱
舞
台
を
鑑
賞
さ
れ
た
鹿
野
俊
二
さ

ん
（
東
京
指
月
会
幹
事
長
）
の
感
想

　
「
会
場
は
１
５
０
人
程
度
で
満
員

の
観
客
、
若
い

人
が
多
く
熱
気
の
あ
る
雰
囲
気
で

の
演
劇
で
し
た
。
主
人
公
吉
田
寅
次

郎
の
人
と
な
り
、
思
想
を
分
か
り

や
す
く
、
現
代
的
に
、
時
に
は
歌
で

表
現
し
、
ほ
ぼ
史
実
に
沿
っ
た
物
語

に
な
っ
て
お
り
、
舞
台
展
開
は
早
く
、

３
時
間
の
舞
台
を
飽
き
さ
せ
な
か
っ

た
。
野
山
獄
で
の
久
子
と
の
出
会
い
、

松
陰
が
思
い
を
寄
せ
た
シ
ー
ン
な
ど

ベ
ー
ル
に
か
か
っ
た
松
陰
像
を
女
性

が
演
じ
、
あ
る
面
の
松
陰
の
人
間
ら

し
さ
を
感
じ
さ
せ
た
。
歴
史
の
先
駆

け
と
な
り
な
が
ら
、
実
ら
せ
る
こ
と

な
く
、
時
代
の
流
れ
に
呑
み
込
ま
れ

て
い
っ
た
志
士
た
ち
の
姿
を
先
駆
け

の
花
「
帰
り
花
」
と
し
た
題
名
も
素

晴
ら
し
い
。
生
演
奏
を
バ
ッ
ク
に
歌

い
時
に
は
タ
ッ
プ
ダ
ン
ス
な
ど
踊
る

音
楽
劇
、
女
性
が
演
じ
る
松
陰
は
大

変
斬
新
で
、
観
る
機
会
の
少
な
い
音

楽
劇
が
地
元
萩
で
、
ま
た
山
口
県
下

の
各
地
で
公
演
さ
れ
れ
ば
、
今
ま
で

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
松
陰
像
を
よ
り

広
く
理
解
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
、

と
思
い
ま
し
た
。」

　2009 年、吉田松陰没後 150 年記念と
して創作ミュージカル「ＳＨ O ＷＩＮ
～若き志士たち～」が公演されます。
　98、99 年に萩市の市民劇団、シアター
365 萩オフィス「劇団さくら組」が公演
して好評だったこのミュージカルは、吉
田松陰の生涯と彼が遺した数々の現代に
通ずるメッセージを歌、ダンス、芝居を
織り交ぜたオリジナル舞台です。
　今年３月に出演者約 55 人とスタッフ
30 人を一般公募し、２年かけて舞台を
創り上げていきます。公演は、09年秋（11
月予定）、萩市民館で開催されます。皆
さんお楽しみに。

吉田松陰没後 150 年記念
創作ミュージカル

「ＳＨOＷＩＮ」公演



��008年3月（第80号）

３月の高校卒業者数
〜羽ばたく若人！４２６人〜

学校名
（クラス数）

合　計
男 女

萩高等学校
（普通科５、理数科１）

１５３人
男75人 女78人

萩商業高等学校
（総合ビジネス科２、

国際情報科１）

１０２人
男33人 女69人

萩工業高等学校
（機械科１、電気科１、

建設工学科１）

１０５人
男97人 女  8人

萩光塩学院高等学校
（普通科３）

６１人
男18人 女43人

奈古高等学校
（生物資源学科１、

生活総合科学科１）

５９人
男21人 女38人

学
校
だ
よ
り

３
月 

新
校
舎
完
成萩

商
工

春
の
セ
ン
バ
ツ 

甲
子
園

萩
出
身
の
４
人

花
園
、
次
こ
そ
勝
利
を

萩
工
業
・
萩
商
工

　

昨
年
12
月
28
日
、
近
鉄
花
園
ラ
グ

ビ
ー
場
（
東
大
阪
市
）
で
の
「
全
国

高
校
ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大

会
」
に
、萩
工
業
・
萩
商
工
ラ
グ
ビ
ー

部
が
、
６
年
連
続
13
回
目
の
出
場
。

秋
田
中
央
高
校
に
、
10
対
29
で
敗
れ

ま
し
た
が
、
後
半
は
伝
統
の
展
開
ラ

グ
ビ
ー
を
発
揮
。
終
了
直
前
に
翌
年

に
つ
な
が
る
ト
ラ
イ
を
決
め
ま
し
た
。

　

学
校
再
編
の
た
め
、
３
月
に
卒
業

す
る
３
年
生
が
最
後
の
萩
工
業
。「
終

盤
は
自
分
た
ち
の
展
開
ラ
グ
ビ
ー
が

で
き
た
。
こ
の
悔
し
さ
を
来
年
に
ぶ

つ
け
て
ほ
し
い
」
と
阿
武
祐
馬
主
将
。

萩
工
業
の
伝
統
が
、
新
た
な
萩
商
工

ラ
グ
ビ
ー
部
へ
受
け
継
が
れ
て
い
き

ま
す
。

　

３
月
22
日
か
ら
、
阪
神
甲
子
園
球

場
で
開
催
さ
れ
る
選
抜
高
校
野
球
大

会
に
、
県
立
華
陵
高
校
（
下
松
市
）

が
21
世
紀
枠
で
出
場
し
ま
す
が
、
そ

の
華
陵
高
校
野
球
部
で
萩
出
身
の
４

人
の
選
手
が
、
夢
の
甲
子
園
の
舞
台

に
向
け
て
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。

　

４
人
は
、
安
達
央
貴
君
（
萩
東
中

卒
）、
木
村
太
紀
君
、
廣
玉
智
也
君

（
以
上
越
ヶ
浜
中
卒
）、
小
枝
成
太
郎

君
（
三
見
中
卒
）
の
１
年
生
。
特
に
、

安
達
君
は
１
年
生
な
が
ら
も
、
身
長

１
８
２
㎝
、
昨
年
秋
の
県
大
会
（
初

優
勝
）と
中
国
大
会（
ベ
ス
ト
４
）で
、

背
番
号
10
を
背
負
う
将
来
性
豊
か
な

ピ
ッ
チ
ャ
ー
。
４
選
手
の
活
躍
が
楽

し
み
で
す
。

　

昨
年
１
月
か
ら
建
設
を
し
て
い
た

萩
商
工
の
新
校
舎
が
、
３
月
24
日
に

完
成
す
る
予
定
で
、
４
月
か
ら
新
校

舎
で
の
授
業
が
始
ま
り
ま
す
。

　

新
校
舎
は
、
４
階
建
て
の
３
棟
で
、

場
所
は
現
在
の
萩
工
業
校
舎
の
裏
側
。

通
常
の
教
室
と
、
商
業
系
・
工
業
系

の
実
習
施
設
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
２
年
間
、
商
業
系
の
実

習
は
、
週
２
回
江
向
の
萩
商
業
校
舎

ま
で
通
う
と
い
う
不
便
な
面
が
あ
り

ま
し
た
が
、
４
月
か
ら
は
、
新
校
舎

で
実
習
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

３月に完成する萩商工校舎

　

萩
光
塩
学
院
高
等
部
を
２
０
０
１

年
に
卒
業
し
た
澤さ

わ

江え

衣え

里り

さ
ん
の
コ

ン
サ
ー
ト
が
益
田
市
の
グ
ラ
ン
ト
ワ

で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

澤
江
さ
ん
は
、
益
田
市
の
出
身
。

萩
光
塩
学
院
高
等
部
か
ら
、
国
立
音

楽
大
学
声
楽
科
を
首
席
で
卒
業
、
東

京
芸
術
大
学
大
学
院
修
士
課
程
を
修

了
。
現
在
は
、
バ
ッ
ハ
を
中
心
に
宗

教
音
楽
を
専
門
と
す
る
、
日
本
を
代

表
す
る
本
格
的
な
バ
ロ
ッ
ク
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
と
合
唱
団
で
あ
る「
バ
ッ
ハ
・

コ
レ
ギ
ウ
ム
・
ジ
ャ
パ
ン
」
で
活
躍

中
で
す
。

　

澤
江
さ
ん
は
、
萩
光
塩
学
院
で
合

唱
部
に
入
部
し
、
本
格
的
に
声
楽

を
始
め
ま
し
た
。
在
学
中
、
第
54

回
滝
廉
太
郎
記
念
音
楽
祭
で
第
２
位

に
入
賞
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
２
０
０
０
年
11
月
号
）
に
将
来
の

夢
を
次
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま
す
。

　
「
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
声
楽
を

や
っ
て
い
き
た
い
。
今
回
の
コ
ン

ク
ー
ル
で
、
伴
奏
の
先
生
の
ピ
ア
ノ

を
聴
き
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
私

も
人
に
感
動
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
た
い
」。

　

今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
か
ら

た
ち
の
花
、
私
の
お
父
さ
ん
（
プ
ッ

チ
ー
ニ
）
な
ど
が
演
奏
さ
れ
ま
す
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
の
主
催
は
、
澤
江
さ

ん
が
高
校
時
代
に
ピ
ア
ノ
の
レ
ッ
ス

ン
に
通
っ
て
い
た
陶す

や
ま山

美
智
枝
先
生

が
代
表
の
実
行
委
員
会
。

　
「
澤
江
さ
ん
は
、
日
本
語
を
と
て

も
き
れ
い
に
歌
う
方
で
す
。
ぜ
ひ
聞

き
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。」

光塩卒の若手ソプラノ歌手

澤江衣里さん
コンサート♪

▶３月 28 日（金）
午後６時 30 分〜
▶島根県芸術文化
センター「グラン
トワ」
▶一般 2,000 円、
高校生以下1,000
円



� �008年3月（第80号）

2 0 0 8 . 3 . 1

　

私
が
萩
を
離
れ
て
47
年
も
経
と
う
と

し
て
お
り
時
代
の
流
れ
の
速
さ
を
感
じ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
、
そ
し
て
来
月
３
月

で
65
歳
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て
み
た

時
に
萩
で
育
っ
た
18
年
間
は
忘
れ
る
こ

と
の
出
来
な
い
私
に
と
っ
て
の
懐
か
し

い
“
ふ
る
さ
と
”
で
す
、
し
か
し
小
学

校
1
年
生
の
時
に
漁
で
父
親
を
亡
く
し
、

家
も
貧
し
く
若
い
時
代
の
萩
の
記
憶
は

苦
し
い
こ
と
の
連
続
で
し
た
が
母
親
が

苦
労
し
て
高
校
ま
で
行
か
せ
て
く
れ
ま

し
た
、
こ
の
こ
と
が
今
の
私
の
人
生
の

原
点
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

高
校
を
卒
業
の
後
、
就
職
に
て
大
阪

の
船
会
社
で
８
年
間
勤
務
、
昭
和
44

年
転
勤
に
て
北
海
道
へ
若
い
頃
か
ら
の

独
立
志
向
と
北
海
道
に
来
て
明
治
時
代

の
開
拓
に
て
来
ら
れ
た
先
達
の
方
々
の

開
拓
魂
が
私
の
気
持
ち
に
火
を
つ
け
て
、

無
謀
に
も
昭
和
47
年
、
29
歳
の
時
に
独

立
す
る
こ
と
を
決
意
、
丸
吉
興
業
㈱
を

設
立
10
名
の
ス
タ
ッ
フ
か
ら
ス
タ
ー
ト
、

現
在
は
３
社
１
０
０
名
体
制
の
ス
タ
ッ

フ
に
な
り
ま
し
た
。

　

誰
も
知
り
合
い
も
い
な
い
北
海
道
の

地
で
他
人
の
方
々
と
知
り
合
い
、
人

を
信
用
し
て
生
き
る
し
か
方
法
も
な
く
、

結
果
と
し
て
今
思
え
ば
そ
の
事
が
今
日

ま
で
36
年
間
会
社
経
営
を
継
続
出
来
た

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
仕
事
の
業
種
は

３
社
で
10
業
種
あ
り
ま
す
が
主
に
運
輸

業
、
土
木
工
事
業
、
鉄
鋼
加
工
業
、
ス

ク
ラ
ッ
プ
業
、
不
動
産
賃
貸
業
と
こ
の

時
代
に
適
合
す
る
業
種
も
あ
れ
ば
時
代

に
合
わ
ず
苦
戦
し
て
い
る
業
種
も
あ
り

ま
す
。
特
に
昨
今
北
海
道
は
公
共
事
業

削
減
の
影
響
を
一
番
う
け
て
建
設
業
界

の
淘
汰
の
時
代
と
な
っ
て
お
り
、
私
達

企
業
も
こ
の
影
響
を
も
ろ
に
う
け
て
お

り
ま
す
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
は
韓
国
、
中
国

へ
の
輸
出
が
非
常
に
好
調
で
好
業
績
と

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
運
輸
業
は
油
の

値
上
げ
の
影
響
を
も
ろ
に
う
け
て
非
常

に
苦
戦
も
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
の
中
で
今
年
私
の
年
齢
も
65
歳
、

こ
れ
を
機
に
後
継
者
に
社
長
の
座
を
譲

る
決
断
も
致
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
会
社
経
営
も
簡
単
な
こ
と

で
は
な
く
、
今
日
ま
で
に
３
回
の
大

き
な
山
（
倒
産
し
て
も
お
か
し
く
な
い

状
況
）
が
あ
り
人
生
な
か
な
か
楽
を
し

て
渡
ら
せ
て
く
れ
な
い
こ
と
を
実
感
も

い
た
し
ま
し
た
が
、
幸
い
に
も
多
く
の

方
々
に
助
け
て
頂
き
な
が
ら
そ
の
苦
境

を
乗
り
越
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

時
々
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
っ
て

見
て
何
故
私
は
北
海
道
の
こ
の
地
に

い
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
見
ま
す

が
、
現
在
住
ん
で
い
る
場
所
が
“
恵
庭

市
”
で
札
幌
と
千
歳
空
港
の
中
間
、
会

社
の
本
社
所
在
地
が
隣
町
の
北
広
島
市
、

恵
庭
市
の
豊
栄
神
社
に
お
参
り
し
て
わ

か
っ
た
こ
と
は
“
恵
庭
市
”
は
山
口
県

人
、
60
世
帯
、
２
５
０
人
の
方
々
が
明

治
19
年
に
苦
労
し
て
開
拓
に
て
切
り
開

い
た
村
で
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
こ
の

町
に
住
ん
だ
私
は
何
か
し
ら
先
祖
の
導

き
か
大
き
な
自
分
の
運
命
の
糸
を
感
じ

な
が
ら
今
、
生
活
を
し
、
ま
た
仕
事
は

広
島
県
人
が
開
拓
さ
れ
た
隣
町
の
北
広

島
市
に
本
社
を
、
自
分
自
身
の
人
生
の

不
思
議
さ
を
い
つ
も
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

よ
く
北
海
道
で
ど
ち
ら
の
ご
出
身
で

す
か
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま

す
、
山
口
県
の
“
萩
”
で
す
と
答
え
ま

す
と
良
い
と
こ
ろ
で
お
生
ま
れ
に
な
り

ま
し
た
ね
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
時

は
私
に
と
り
ま
し
て
は
萩
で
生
ま
れ
た

こ
と
は
誇
り
で
す
、
し
か
し
こ
れ
か
ら

の
時
代
は
萩
の
小
さ
な
町
の
事
だ
け
で

な
く
山
口
県
全
体
ま
た
中
国
地
方
全
体

を
視
野
に
い
れ
た
広
域
的
な
考
え
方
で

物
事
を
考
え
な
が
ら
発
展
さ
れ
る
こ
と

を
遠
く
の
地
北
海
道
か
ら
祈
っ
て
降
り

ま
す
。

　

私
も
北
海
道
を“
第
２
の
ふ
る
さ
と
”

と
し
て
北
海
道
の
為
に
頑
張
っ
て
参
り

ま
す
。

ズーム
アップ

丸
吉
運
輸
機
工
株 

代
表
取
締
役
社
長

吉
谷 

隆
さ
ん

（
北
海
道
恵
庭
市
在
住　
64
歳
）

昭
和
47
年
、
29
歳
で
独
立

恵
庭
市
は
山
口
県
人
が

開
拓
し
た
村

遠くの地、北海道からの便り

プロフィール

　1943（昭和 18）年３月、山田玉江浦
１区生まれ。64 歳。北海道恵庭市柏木
町在住。昭和 36 年萩商、商業科卒業。

昭和 36 年
昭和 37 年
昭和 48 年

昭和 54 年
昭和 62 年
平成 ８ 年

平成 ９ 年
平成 14 年

平成 20 年

関光汽船株式会社勤務
大山運輸株式会社勤務
昭丸吉興行株式会社設立し独立

（現在は丸吉運輸機工と合併）
丸吉運輸機工株式会社設立
丸吉金属株式会社設立
東北丸吉株式会社設立

（現在なし）
株式会社ドーエイ設立
有限会社セイウン設立

（現在は丸吉運輸機工と合併）
丸吉運輸機工㈱・丸吉金属㈱・
㈱ドーエイの丸吉グループと
しては３社、100 人体制。
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（
東
京
・
青
山
一
丁
目
）

　萩ネットワーク 67 号（2006 年１月号）掲載の岸田
商会、同社が計画中の新規事業として紹介した東京青山
の日本料理店「花・味兆」（はな・みちょう）を訪問し
た。青山一丁目交差点、ホンダショールームから１ブロッ
ク南西側にあるシックな外観の日本料理店。店内も白木
を基調とした落ち着いたムードで、壁面には萩民謡「男
なら」の大きな額が掛けられている。ビールはもちろん

「ちょんまげビール」が用意されている。
　開業して約１年半、会食や商談などで多くのお客様に
利用されている。現状は全国各地の旬の食材を使った懐
石料理が中心、今後は萩産の魚貝類や野菜類を積極的に
取り入れていきたいと料理長：生井さんは言う。高校の
同窓会などで萩出身の方々の利用も多く、その際には萩
産の焼き抜き蒲鉾がサービスされるとのこと。
　営業時間は午前 11 時 30 分～午後２時 30 分と午後６

時～午後 10 時、定
休日は日曜日・祝日。
昼食は 1,260 円（税
込）より、懐石料理
5,250 円 ～ 10,500
円（税込）。

□住所　東京都港区南青山 2-4-4
　　　　南青山コアパレス　
□ TEL　03・3746・2552

（
東
京
・
新
宿
）

　ＪＲ山手線・新大久保駅を降りて徒歩１分、西側の通
りにある食事処。店の前には何と「萩のけんさきいか」
の幟がはためき、「山口県萩港直送の魚を使っています
…」と大書きされた看板が。店内にも瀬付きアジや萩あ
まだいなど、萩のブランド魚のポスターが貼り出され、
壁面の品書きにも萩産の魚料理がズラリと並ぶ。ご主人
の穴沢さんにお話をお聞きすると、萩から新鮮な旬の魚
介を航空便で取り寄せ、お客様に提供していると言う。
　萩の魚を使うきっかけとなったのは、以前この店に勤
務されていたお弟子さんが萩の出身者、「萩の魚は美味
しい」というので、試しに取り寄せてみたら、これが品
質・鮮度とも抜群で、これは自信を持ってお客様に出せ
る！！と、一発で気に入ったとのこと。一般の方でもふ
らりと入りやすい店構え、一品料理や定食のほか、鍋料

理も人気のメニュー。間口
は狭いが奥が深く、カウン
ターとボックス席の奥には
座敷も完備、各種宴会も可
能。穏やかな笑顔を絶やさ
ない気さくなご主人のお人
柄も人気の秘密。

□住所　東京都新宿区百人町
　　　　1-11-25　
□ TEL　03・3367・0432

政
府
系
の
金
融
機
関
「
商
工
中
金
」
の

シ
ン
ク
タ
ン
ク
部
門
で
あ
る
（
財
）

商
工
総
研
主
催
の
懸
賞
論
文
に
、
道
の
駅
・

萩
し
ー
ま
ー
と
駅
長
：
中
澤
さ
か
な
さ
ん
執

筆
の
論
文
「
実
践
か
ら
生
ま
れ
た
、
地
域
活

性
化
の
た
め
の
小
規
模
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
」

が
最
高
賞
で
あ
る
本
賞
を
獲
得
し
ま
し
た
。

　

道
の
駅
・
萩
し
ー
ま
ー
と
の
設
立
か
ら

運
用
に
か
か
わ
る
プ
ロ
セ
ス
を
ま
と
め
た

８
０
０
０
字
の
レ
ポ
ー
ト
で
、
地
域
の
実
情

を
冷
静
に
分
析
し
、
地
に
足
の
着
い
た
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
の
実
践
を
通
し
て
、
地
域
振
興
の
ひ
と
つ

の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま

し
た
。「
賞
金
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
地
方
都
市
に
お

け
る
地
域
活
性
化
の
モ
デ
ル
と
し
て
全
国
区
で
評
価
頂

け
た
こ
と
が
、
素
直
に
嬉
し
い
」
と
受
賞
の
感
想
。

　

道
の
駅
・
萩
し
ー
ま
ー
と
に
視
察
で
訪
れ
る
団
体
は

年
間
50
組
を
越
え
、
そ
の
中
か
ら
、
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
を
ベ
ー
ス
に
使
っ
た
新
規
商
業
施
設
が
県
内
外
で

続
々
と
開
業
、
計
画
進
行
し
て
い
る
案
件
も
複
数
あ

る
と
の
こ
と
で
、
萩
で
産
ま
れ
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が

全
国
区
に
移
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
本
論
文
は
論

文
集
お
よ
び
商
工
総
研
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ

れ
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス　

http://w
w

w
.

shokosoken.or.jp/

（財）商工総研主催の懸賞論文
中澤さかなさん（道の駅・萩しーまーと駅長）が本賞に!!
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（
東
京
・
日
本
橋
）

　東京駅八重洲口から徒歩５分、日本橋の大型書店「丸
善」となりの複合ビル１階に山口県が出店する観光情報
拠点＆アンテナショップが「おいでませ山口館」。萩をは
じめとする山口県の観光情報やイベント情報が入手でき
るのはもちろん、山口県を代表する各市町の特産品が多
数展示即売されている。一夜干しや海草・練り製品など
海産物を中心に萩市産の商品も多く、在庫の無い商品で
もリクエストで取寄せも可能です。この時期の人気商品
は、やはりフグ製品、２人前のトラフグ鍋セットが 1,300
円前後と価格もリーズナブル。また、長州鶏や鯨など山
口県産の食材をふんだんに使用した特製弁当 450 円も販
売される。店舗前のオープンスペースでは、四季折々に
イベントも開催され、山口県出身者をはじめ多くのお客
様で賑わう。特産品の情報やイベント情報はタイムリー
にＨＰに掲載されるので、時々ＨＰをチェックして下さい。

□住所　東京都中央区日本橋
　２- ３- ４　日本橋プラザ
　ビル１階　
□営業時間　午前 10 時〜
　午後９時（日、祝日、年末
　年始を除く毎日）
□TEL：03・3231・1863
□FAX：03・5205・3387
□URL http://www.oidema
se-t.jp/oidemase/index.html

○
楢
崎
剛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
京
都
市
）

　

毎
々
「
萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
お
送
り
く
だ
さ
り
有

難
く
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
第
79
号
に
は
、
叔
父

楢
崎
勤
（
私
の
父
鉄て

っ
こ
う香

＝
日
本
画
家
の
実
弟
）
関
係

を
掲
載
い
た
だ
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
亡
き
叔
父

も
喜
ん
で
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

　

鉄
香
は
ご
承
知
の
と
お
り
、
楢
崎
彌
八
郎
→
清せ

い
い矣

→

東と
う
よ
う陽

→
鉄
香
＆
勤
＆
文
子
と
続
い
て
い
ま
す
。
彌
八

郎
の
名
前
は
処
刑
さ
れ
た
野
田
刑
場
跡
の
石
碑
に
刻
ま

れ
、
墓
は
萩
川
島
の
善
福
寺
に
あ
り
、
東
光
寺
御
主
君

の
墓
前
に
も
ご
ざ
い
ま
す
。
書
簡
等
は
萩
博
物
館
に
寄

贈
し
て
あ
り
、
鉄
香
の
絵
画
は
山
口
県
立
美
術
館
お
よ

び
萩
市
内
の
旅
館
料
亭
に
多
く
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

○
大
塚
早
奈
江　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
都
世
田
谷
区
）

　

い
つ
も
大
変
楽
し
く
購
読
し
て
い
ま
す
。
幼
い
頃
か

ら
転
勤
族
で
ふ
る
さ
と
と
い
う
土
地
を
特
に
持
た
な
い

私
に
と
っ
て
大
好
き
だ
っ
た
祖
父
が
眠
る
萩
か
ら
の
知

ら
せ
は
、
と
て
も
大
切
な
も
の
で
す
。

　

松
陰
神
社
の
近
所
で
し
て
、
こ
れ
も
な
に
か
の
縁
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。高
杉
晋
作
生
家
の
近
所
の
方
が「
東

京
の
松
陰
神
社
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」
と
、
言

わ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

　

そ
れ
と
近
所
の
ス
ー
パ
ー
で
は
、
井
上
商
店
の
し
そ

わ
か
め
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
。
萩
と
世
田
谷
は
友
好
関

係
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
先
日
の
世
田
谷
ボ
ロ
市
と
い

う
祭
り
で
も
萩
の
出
店
ブ
ー
ス
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
い

な
が
ら
に
し
て
萩
を
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
、

と
て
も
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

会
員
か
ら
の
お
便
り

め
ー
る
ぼ
っ
く
す

　

２
月
22
日
（
金
）
午
後
７
時
30
分
か
ら
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
テ
レ
ビ
で
中
国
地
方
に
放
映
さ

れ
た
「
ふ
る
さ
と
発
ス
ペ
シ
ャ
ル　

ち
ゅ
う

ご
く
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
、
野
村
萩
市

長
が
出
演
し
、
地
方
再
生
の
重
責
を
担
う
増

田
寛
也
総
務
大
臣
や
、
中
国
地
方
の
自
治
体

首
長
、
有
識
者
、
住
民
な
ど
15
人
と
、
地
方

再
生
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　

一
つ
目
の
テ
ー
マ
は
、
政
府
が
昨
年
11
月

に
発
表
し
た
「
地
方
再
生
戦
略
」
い
わ
ゆ
る

「
増
田
プ
ラ
ン
」。
自
治
体
が
独
自
に
考
え
た

再
生
の
プ
ラ
ン
に
、
国
が
お
金
を
出
し
支
援

す
る
と
い
う
計
画
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

野
村
萩
市
長
は
「
地
方
の
知
恵
を
活
か
す
プ

「
知
恵
を
活
か
し
、

独
自
の
福
祉
や
教
育

を
創
り
出
し
た
い
」

ラ
ン
と
捉
え
て
い
る
。
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
や

一
生
懸
命
な
ア
イ
デ
ア
な
ど
、
代
表
的
な
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
数
を
増
や
す
よ
う
選
定
し
て

ほ
し
い
。
地
方
独
自
の
福
祉
や
教
育
の
き
っ

か
け
に
な
る
と
思
う
」
と
述
べ
ま
し
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
疲
弊
す
る
地
方
の
財
源
を

ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
テ
ー
マ
。
国
の
税
源

を
地
方
に
移
譲
さ
せ
、
地
方
の
自
立
を
図
ら

せ
よ
う
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
は
「
地
方
は
、

常
に
住
民
の
監
視
下
に
あ
る
。
そ
う
い
っ
た

基
礎
自
治
体
の
中
で
、
行
政
が
き
ち
ん
と
判

断
し
て
優
先
順
位
を
考
え
る
こ
と
が
、
自
治

を
行
う
こ
と
だ
と
思
う
。
地
方
分
権
が
計
画

ど
お
り
に
実
行
さ
れ
、
財
源
が
自
治
体
に

移
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
」
と
、

地
方
再
生
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ

ま
し
た
。

「
地
方
再
生
に
秘
策
あ
り
!?
～
大
臣

と
中
国
地
方
住
民
が
大
激
論
～
」

野村萩市長 ＮＨＫ「ちゅうごく
再生プロジェクト」に出演！
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２
月
２
日
、
旧
八
木
百
貨
店
跡
地

に
、「
田
町
市
場
・
業
務
ス
ー
パ
ー
」

が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
長
年
期
待

さ
れ
て
い
た
食
料
品
や
日
用
品
な
ど

を
扱
い
ま
す
。

　

６
日
に
は
、
萩
ひ
ま
わ
り
基
金

法
律
事
務
所
が
旧
石
川
紙
店
に
開

設
。
弁
護
士
不
足
解
消
の
た
め
に
設

立
さ
れ
た
県
内
初
の
公
設
事
務
所
で
、

　
空
き
店
舗
の
増
加
で
悩
ま
さ
れ
て
い
た
萩
市
中
心
部
の
田

町
商
店
街
で
、
民
間
主
導
に
よ
る
町
づ
く
り
が
取
り
組
ま
れ
、

今
ま
さ
に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
２
月
以
降
、

ア
ー
ケ
ー
ド
の
空
き
店
舗
、
空
き
地
へ
の
新
規
出
店
が
相
次

ぎ
、
３
年
前
ま
で
約
20
あ
っ
た
空
き
店
舗
や
空
き
地
が
、
10

店
舗
ま
で
半
減
す
る
見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。

１
９
９
８
年
に
市
内
初
の
弁
護
士
事

務
所
（
現
「
サ
リ
ュ
」）
が
誕
生
し

て
か
ら
、
市
内
の
弁
護
士
事
務
所
は

３
か
所
目
。

　

ま
た
、
６
月
初
旬
に
は
、
地
元
の

ま
ち
づ
く
り
を
目
的
と
し
た
「（
株
）

お
成
り
道
」
が
、
旧
し
ら
が
ね
書
店

跡
地
に
、
農
海
産
物
市
場
「
萩
の
台

所 

と
れ
た
て
市
場
」
の
出
店
を
計

画
。
新
鮮
な
農
産
物
を
販
売
し
、
隣

に
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
も
開
店
す
る
計

画
で
す
。

　

田
町
商
店
街
近
く
に
あ
り
老
朽
化

が
進
ん
で
い
た
、
精
肉
や
製
菓
、
飲

食
店
な
ど
が
入
居
す
る
集
合
店
舗
施

設
（
四
方
館
）
を
、
市
が
20
年
度
に

買
収
し
、
藩
政
時
代
に
あ
っ
た
「
唐

樋
札
場
」
を
再
現
す
る
計
画
も
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
札
場
は
、
参
勤
交

代
で
通
る
「
御
成
り
道
」
沿
い
に
あ

り
、
萩
往
還
や
石
州
街
道
な
ど
の
出

発
点
と
し
て
交
通
の
要
衝
で
し
た
。

　

萩
市
や
阿
武
町
に
は
、
約
40
の
小

さ
な
火
山
が
分
布
し
、「
阿
武
火
山
群
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
火
山
群
を

調
査
し
て
い
る
山
口
大
学
理
学
部
の
永

尾
隆
志
准
教
授
が
、
１
月
30
日
に
阿
武

町
で
開
催
さ
れ
た
新
春
懇
話
会
で
講
演

し
、
阿
武
町
福
賀
の
伊い

ら
お
や
ま

良
尾
山
の
農
道

工
事
現
場
に
あ
ら
わ
れ
た
地
層
の
保
存

を
訴
え
ま
し
た
。

　

永
尾
准
教
授
は

「
伊
良
尾
山
火
山
は
、

日
本
列
島
が
ア
ジ
ア

大
陸
と
陸
続
き
に

な
っ
て
い
た
約
30
万

年
前
に
噴
火
し
た
阿

武
火
山
群
最
大
の
火

山
で
、
マ
グ
マ
の
し

ぶ
き
を
花
火
の
よ
う

に
噴
き
上
げ
る
ス
ト

ロ
ン
ボ
リ
噴
火
に
よ

り
、
マ
グ
マ
が
堆
積

し
、
現
在
の
高
さ

１
５
０
ｍ
を
作
り
上

げ
た
。
そ
の
後
、
溶

岩
が
15
㎞
に
わ
た

り
流
れ
出
し
、
萩

市
弥
富
、
畳た

た
み
が
ふ
ち

ヶ
淵
、

龍り
ゅ
う
り
ん
き
ょ
う

鱗
郷
な
ど
弥
富

の
台
地
を
作
り
出
し
、

そ
の
長
さ
は
日
本
の

溶
岩
流
で
も
ト
ッ
プ

阿
武
火
山
群
を
地
質
遺
産

「
ジ
オ
パ
ー
ク
」に
！

阿武町
萩市

岩流が冷えて固まるときに規則正しく六角
形となってできたものです

畳ヶ淵 （萩市弥富地区）
川に流れ込んだ溶岩が、急激に冷やされた
ために、固まりながらひび割れ、その後土
地が盛り上がったと考えられています

龍鱗郷
（萩市小川地区）［山口県指定天然記念物］

ストロンボリ噴火によりマグマが堆積し
150 ｍの高さになりました

入良尾山火山（阿武町福賀地区）

火山弾や火山礫
れき

が降り積もってできた地層

農道工事現場で
発見された地層 （阿武町福賀地区）

ク
ラ
ス
。
ま
た
、
火
山
自
体
が
ろ
過
器

で
伊
良
尾
山
の
名
水
を
作
り
出
し
て
い

る
」
と
説
明
。
ま
た
「
阿
武
火
山
群
は

特
殊
な
火
山
地
形
が
特
徴
で
あ
り
、
火

山
を
作
っ
て
い
る
溶
岩
や
地
層
を
観
察

す
る
こ
と
は
非
常
に
歴
史
的
価
値
が
あ

る
。
山
口
県
唯
一
無
二
の
地
層
を
ぜ
ひ

残
し
て
欲
し
い
」
と
強
調
し
ま
し
た
。

　

山
口
大
学
理
学
部
で
は
、
こ
の
火
山

群
を
地
質
遺
産
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
が

が
提
唱
す
る
ジ
オ
パ
ー
ク
※
に
登
録

す
る
よ
う
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
に
し

て
お
り
、
阿
武
町
で
は
、
今
後
、
日
本

ジ
オ
パ
ー
ク
地
質
遺
産
を
視
野
に
入
れ
、

研
究
協
議
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
ま

す
。

※
ユ
ネ
ス
コ
の
支
援
の
も
と
科
学
的
に

み
て
特
別
に
重
要
で
貴
重
な
、
あ
る
い

は
美
し
い
地
質
遺
産
を
複
数
含
む
一
種

の
自
然
公
園

永尾山口大学准教授が提唱
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萩
で
生
ま
れ
た
大
実
業
家

藤
田
傳
三
郎
を
称
え
て

　

小
舟
に
乗
っ
て
の
ん
び
り
巡
る
萩

八
景
遊
覧
船
が
、
今
年
も
３
月
１
日

か
ら
運
航
を
開
始
し
ま
す
。

　

今
年
で
運
航
５
年
目
。
昨
年
は
過

去
最
高
の
２
万
２
８
７
６
人
が
乗
船

し
ま
し
た
。
ま
た
、
萩
お
も
て
な
し

大
賞
を
受
賞
し
た
船
頭
さ
ん
の
陽
気

な
ガ
イ
ド
と
、
船
上
で
唄
わ
れ
る
萩

民
謡
「
男
な
ら
」
で
、
新
た
な
萩
観

光
の
魅
力
を
作
り
出
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
８
月
完
成
し
た
旧
城
苑
跡
地

の
発
着
場
か
ら
、
定
員
12
人
の
屋
形

船
に
乗
っ
て
、
橋
本
川
を
往
復
す
る

約
５
㎞
、
40
分
の
船
旅
。
桜
の
季
節

に
は
桜
並
木
を
眺
め
る
60
分
コ
ー
ス
、

好
天
日
に
は
日
本
海
ま
で
コ
ー
ス
を

延
ば
し
ま
す
。

　

萩
城
下
に
生
ま
れ
、
24
歳
の
と
き
、

高
杉
晋
作
に
師
事
し
、
奇
兵
隊
に
入
隊
。

維
新
後
は
あ
え
て
官
途
に
つ
く
こ
と
を

求
め
ず
、「
実
業
界
に
入
り
て
国
家
に

貢
献
す
る
」
と
大
阪
に
出
て
実
業
の
世

界
に
進
み
、
大
阪
商
法
会
議
所
（
大
阪

商
工
会
議
所
の
前
身
）
を
創
設
し
、
二

代
目
会
頭
を
務
め
ま
し
た
。

　

明
治
７
年
藤
田
組
を
創
立
し
、
世
紀

の
大
事
業
、
児
島
湾
干
拓
を
手
掛
け
ま

し
た
。
ま
た
大
阪
経
済
界
の
重
鎮
と
し

て
活
躍
し
、
東
洋
紡
や
南
海
電
鉄
、
毎

日
新
聞
、
藤
田
観
光
な
ど
の
礎
を
作
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
萩
出
身
の
井
上
勝
鉄
道
局

長
（
長
州
フ
ァ
イ
ブ
の
一
人
）
の
も
と
、

日
本
人
の
み
に
よ
る
最
初
の
ト
ン
ネ
ル

工
事
、
京
都
〜
大
津
間
の
逢
坂
山
ト
ン

ネ
ル
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。

　

郷
土
萩
に
も
、
明
倫
小
学
校
講
堂
建

設
等
へ
多
額
の
寄
附
を
し
て
い
ま
す
。

明
倫
館
水
練
池
そ
ば
に
あ
る
、
藤
田
翁

の
寄
附
を
称
え
る
石
碑
「
美
挙
鴻
德
」

▽
運
航　

３
月
１
日
〜
11
月
30

日
、
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
（
受

付
４
時
ま
で
）　

▽
乗
船
料　

大
人

１
２
０
０
円
、
小
人
６
０
０
円

▽
観
光
課
（
２
５・３
１
３
９
）、
乗
船

場
（
０
９
０・７
９
９
８・６
０
６
０
）

現在の香雪園（右手にラジオ鉄塔）

川土手の満開の桜を眺めながら

　
「
香
雪
」
と
は
梅
の
異
名
で
、
藤
田

翁
の
茶
道
で
の
号
に
ち
な
み
、
萩
の
南

片
河
町
に
あ
る
旧
藤
田
家
の
庭
園
を
香

雪
園
と
呼
ば
れ
、
藤
棚
と
し
て
整
備
さ

れ
ま
し
た
。

　

昭
和
20
年
代
後
半
頃
ま
で
、
５
月
に

は
藤
の
花
の
名
所
と
し
て
、
ま
た
広
い

敷
地
で
少
年
た
ち
が
野
球
を
す
る
な
ど
、

市
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ

オ
用
ア
ン
テ
ナ
鉄
塔
が
建
ち
、
昔
の
面

影
が
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

周
辺
の
萩
博
物
館
の
開
館
と
外
堀
も

整
備
さ
れ
き
れ
い
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
藤
田
翁
の
功
績
を
顕
彰
し
よ
う
と
、

３
年
前
か
ら
市
民
グ
ル
ー
プ
「
香
雪
の

会
」（
会
長
：
久
保
田
拓
造
、会
員
23
人
）

が
発
足
。
藤
田
翁
が
開
墾
し
た
岡
山
市

藤
田
地
区
と
の
民
間
交
流
を
深
め
て
い

ま
す
。

　

事
務
局
の
久
保
孝
文
さ
ん
は
「
藤
田

翁
没
後
１
０
０
年
の
２
０
１
２
年
ま
で

に
は
、
藤
棚
を
作
り
、
昔
の
香
雪
園
を

復
興
し
た
い
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

香
雪
の
会
会
員
の
中
村
酒
蔵
（
萩
市

新
川
、
中
村
正
彦
社
長
）
が
、
２
月
に
、

し
ぼ
り
た
て
に
ご
り
酒
『
香
雪
』
を
発

売
し
ま
し
た
。

　

に
ご
り
酒
は
、
寒
い
冬
の
時
期
に
造

ら
れ
、
モ
ロ
ミ
を
粗
く
濾
し
た
だ
け
で
、

火
入
れ
を
し
な
い
も
の
。

　

お
勧
め
の
飲
み
方
は
、
冷
や
し
て
軽

く
振
り
、
中
の
白
い
部
分
と
透
明
な
部

分
を
混
ぜ
る
よ
う
に
し
て
飲
む
と
、
舌

ざ
わ
り
と
コ
ク
の
あ
る
モ
ロ
ミ
の
風
味

が
楽
し
め
ま
す
。若
い
女
性
か
ら
は「
甘

口
で
口
あ
た
り
が
よ
く
、
飲
み
や
す

い
」、
ま
た
年
輩
の
方
か
ら
は
「
ど
ぶ

ろ
く
を
思
い
出
す
」
と
好
評
。
価
格
は

９
０
０
円
（
７
２
０
ml
）
と
３
６
０
円

（
３
０
０
ml
）。

　
「
香
雪
園
へ
の
思
い
を
込
め
て
名
付

け
ま
し
た
。
２
年
前
に
発
売
し
た
純

米
吟
醸
酒
『
藤
田
伝
三
郎
』
と
セ
ッ

ト
（
い
ず
れ
も
７
２
０
ml
、
箱
入
り
、

３
０
０
０
円
）で
も
販
売
し
て
い
ま
す
」

と
中
村
社
長
。

■
購
入
申
し
込
み
は
、中
村
酒
蔵（
０
８

３
８
・
２
２
・
０
１
３
７
）
へ

★
プ
レ
ゼ
ン
ト　

香
雪
を
抽
選
で
３
名

様
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
詳
し
く
は

15
ペ
ー
ジ
。

に
ご
り
酒
「
香
雪
」
発
売

藤
田
伝
三
郎

（
１
８
４
１
～
１
９
１
２
）

香こ
う
せ
つ雪

の
会

～
藤
田
翁
の
偉
業
を
顕
彰
す
る
会
～
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頂
い
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
玉
江
浦
に
は
８
隻
の
イ
カ
釣

り
漁
船
が
操
業
し
て
い
ま
す
。
操
業
海

域
は
萩
沖
の
20
マ
イ
ル
以
遠
、
年
間
の

ス
ル
メ
イ
カ
水
揚
量
は
約
３
０
０
ト
ン

内
外
で
す
。
萩
名
物
の
ケ
ン
サ
キ
イ
カ

の
陰
に
隠
れ
、
な
か
な
か
表
舞
台
に
立

て
ず
、
市
場
で
の
価
格
も
低
迷
し
て
い

ま
す
。
地
元
で
も
「
鬼
イ
カ
」
な
ど
と

呼
ば
れ
、
あ
ま
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
ス
ル
メ
イ
カ
は
全
国
各
地

で
「
真
い
か
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
日

本
を
代
表
す
る
イ
カ
な
の
で
す
。

　

こ
の
ス
ル
メ
イ
カ
に
付
加
価
値
を
付

け
て
、
玉
江
浦
の
新
し
い
特
産
品
と
し

て
売
り
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
目
を
つ
け
た
の
が
「
沖
漬
け
」。

文
字
通
り
、
沖
の
漁
場
で
釣
り
た
て
の

イ
カ
を
活
き
た
ま
ま
船
上
の
醤
油
桶
に

入
れ
、
ま
る
ご
と
醤
油
漬
け
に
す
る
と

い
う
製
品
。
漁
師
料
理
と
し
て
、
古
く

か
ら
日
本
海
沿
岸
の
漁
浦
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
伝
統
製
法
で
す
。
か
つ
て
、

玉
江
浦
の
イ
カ
釣
り
船
も
、
船
団
を
組

ん
で
北
海
道
方
面
ま
で
操
業
範
囲
を
広

げ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
に
本
場
北
海

道
で
沖
漬
け
の
製
法
を
学
び
、
さ
ら
に

工
夫
を
加
え
て
製
品
化
し
て
き
た
実
績

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
経
験
を
ベ
ー

ス
に
、
漬
け
タ
レ
の
改
良
や
パ
ッ
ケ
ー

ジ
の
工
夫
を
重
ね
、
昨
年
秋
に
よ
う
や

く
製
品
化
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

販
路
に
つ
い
て
も
ホ
テ
ル
旅
館
や
料

理
店
・
居
酒
屋
な
ど
業
務
用
で
採
用

頂
け
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

一
般
消
費
者
向
け
に
も
、
道
の
駅
等
で

の
試
食
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
販
売
も
現
在
準
備
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
本
格
的
な
沖
漬
け
製
品
の

量
産
は
こ
の
３
月
か
ら
。
一
定
の
需
要

（
売
上
）
を
確
保
し
て
、
漁
業
者
の
皆

（萩市西田町在住　50 歳）

山口県漁協協同組合
玉江浦支店  支店長

倉増　均 さん

　

昭
和
51
年
に
萩
商
を
卒
業
、
当
時
の

萩
市
玉
江
浦
漁
協
に
就
職
し
、
そ
の
後

の
２
回
（
山
口
は
ぎ
漁
協
→
山
口
県
漁

協
）
の
漁
協
合
併
を
経
て
、
現
在
は
山

口
県
漁
業
協
同
組
合
玉
江
浦
支
店
の
支

店
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

　

支
店
内
の
各
種
業
務
を
統
括
す
る
立

場
に
あ
り
ま
す
が
、
新
し
い
こ
と
が
大

好
き
と
い
う
性
格
も
あ
っ
て
、
近
年
は

新
規
事
業
と
し
て
ス
ル
メ
イ
カ
の
加
工

品
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
製
品

開
発
の
計
画
策
定
か
ら
、
漁
業
者
の
皆

さ
ん
と
の
協
議
、
加
工
事
業
者
と
の
折

衝
や
、
地
元
女
性
グ
ル
ー
プ
へ
の
協
力

要
請
、
そ
し
て
流
通
ル
ー
ト
の
確
保
や
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど

各
種
宣
伝
広
報
ツ
ー
ル
の
制
作
と
、
新

製
品
開
発
に
伴
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を

苦
労
し
な
が
ら
も
楽
し
く
進
め
さ
せ
て

倉増 均（くらます ひとし）
昭和 33 年　萩市生まれ。明倫小→明
経中→萩商業高校卒業。萩市玉江浦漁
協に入職し、現在は山口県漁業協同組

合玉江浦支店・支店長

新
し
い
こ
と
が
大
好
き

ス
ル
メ
イ
カ
沖
漬
け
を

商
品
開
発

さ
ん
に
少
し
で
も
還
元
で
き
る
よ
う
に

し
て
い
く
こ
と
が
自
分
の
使
命
と
肝
に

念
じ
て
い
ま
す
。

　

沖
漬
け
の
ほ
か
に
も
、
ス
ル
メ
イ
カ

を
使
っ
た
加
工
品
と
し
て
、
一
夜
干

し
や
塩
辛
を
開
発
中
で
す
。
特
に
塩
辛

に
つ
い
て
は
、
漁
業
者
そ
れ
ぞ
れ
に
個

性
豊
か
な
塩
辛
を
自
家
用
に
作
っ
て
い

ま
す
。
皮
の
処
理
や
塩
の
量
、
そ
し
て

内
臓
の
添
加
方
法
に
そ
れ
ぞ
れ
秘
伝
の

技
が
あ
り
、
そ
の
味
わ
い
も
船
ご
と
に

は
っ
き
り
違
い
ま
す
。
こ
れ
を
一
定
の

製
法
で
規
格
化
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、

本
来
の
商
品
開
発
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
だ
と
は
思

い
ま
す
が
、
逆
に
船
ご
と
に
味
わ
い
が

違
う
と
い
う
事
実
を
活
か
そ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。
よ
く
日
本
酒
で
利
き
酒

セ
ッ
ト
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
船

ご
と
に
違
う
塩
辛
を
小
瓶
に
入
れ
、
例

夢夢追追人人

え
ば
５
種
を
セ
ッ
ト
で
販
売
、
一
番
お

好
み
に
近
い
塩
辛
を
次
回
か
ら
は
大
瓶

で
選
ん
で
頂
く
。
ち
ょ
っ
と
手
間
は
か

か
り
そ
う
で
す
が
、
こ
ん
な
販
売
方
法

も
試
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
ル
メ
イ
カ
以
外
に
も
利
用

価
値
が
低
く
主
に
飼
料
用
と
し
て
処
分

さ
れ
て
い
る
魚
種
に
チ
ャ
ブ
ク
ロ
（
小

型
の
ソ
ー
ダ
ガ
ツ
オ
）
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
玉
江
浦
で
も
定
置
網
で
大
量
に

漁
獲
さ
れ
て
い
ま
す
。
四
国
で
は
「
姫

カ
ツ
オ
」
な
ど
の
名
称
で
、
燻
製
ス

テ
ィ
ッ
ク
に
加
工
さ
れ
、
土
産
用
に
人

気
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。
工
夫
次
第

で
は
、
ま
だ
ま
だ
開
発
し
て
い
け
る
素

材
が
、
こ
こ
に
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

当
面
は
ス
ル
メ
イ
カ
に
没
頭
す
る
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
、

こ
の
玉
江
浦
の
持
つ
海
の
資
源
に
つ
い

て
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
試
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。（
談
）

塩
辛
お
試
し
セ
ッ
ト
も

★プレゼント
スルメイカ沖漬け製品を、抽選で３名様に
プレゼントします。詳しくは 15 ページ。

◀塩辛お試し
　セット
▼スルメイカ
　沖漬け



13 �008年3月（第80号）

中
国
山
東
省
で「
三
輪
休
雪
陶
芸
展
」

　

11
月
11
日
か
ら
12
月
21
日
ま
で
、
約

６
週
間
、
山
東
省
博
物
館
で
、「
紀
念

中
国
山
東
省
・
日
本
山
口
県
締
結
友
好

関
係
25
周
年
三
輪
休
雪
陶
芸
展
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
山
口
県
と
山
東
省
が
１
９

８
２
年
に
締
結
し
た
友
好
協
力
協
定
の

四
半
世
紀
を
祝
い
、
友
好
関
係
を
よ
り

深
め
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
も
の
で
、

展
覧
会
で
は
、「
生
」
と
「
死
」
を
テ
ー

マ
に
、
十
二
代
三
輪
休
雪
氏
の
大
型
オ

ブ
ジ
ェ
作
品
15
点
が
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

現
代
日
本
陶
芸
の
大
型
オ
ブ
ジ
ェ
を
紹

介
す
る
展
覧
会
は
、
中
国
で
は
初
め
て

の
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
11
月
11
日
に
は
、
伝
統
と
革

新
を
テ
ー
マ
と
し
た
「
現
代
陶
芸
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」
も
開
か
れ
、
山
東
工
芸
美

術
学
院
の
学
生
約
２
０
０
人
も
参
加
し

萩 芸術・文芸の広場
山
口
県
・
山
東
省
友
好
締
結
25
周
年
記
念
事
業

ま
し
た
。

　

陶
芸
文
化
の
本
家
筋
と
も
呼
ぶ
べ
き

中
国
で
は
、
オ
ブ
ジ
ェ
は
異
端
視
さ

れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
今
回
の
展
示

で
、
三
輪
氏
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
圧
倒
的
な

ス
ケ
ー
ル
感
を
発
し
、
観
覧
し
た
人
た

ち
は
大
変
興
味
深
そ
う
に
作
品
を
観
覧

し
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
覧
会
に
つ
い
て
、
三
輪
氏

は
「
展
覧
会
の
会
場
は
、
今
ま
で
で
一

番
大
き
く
て
豊
か
な
も
の
だ
っ
た
、
中

国
と
い
う
国
の
大
き
さ
を
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
で
感
じ
た
。
ま
た
、
現
代
陶
芸

を
中
国
に
見
せ
た
の
は
初
め
て
で
、
そ

の
点
で
意
味
の
あ
る
展
覧
会
だ
っ
た
と

思
う
。
中
国
の
人
た
ち
が
現
代
陶
芸
に

目
覚
め
る
と
恐
い
こ
と
に
な
る
と
感
じ

た
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
20
年
度
企
画
展

１月16日（金）ー４月８日（水）
初公開！萩博物館の「宝」

11月13日（木）ー１月7日（水）
明治維新140年記念特別展 明治維新と萩

９月13日（土）ー11月9日（日）
明治維新140年記念特別展 明治維新の光と影

７月12日（土）ー８月31日（日）
風雲！昆虫城 〜カブトムシたちの戦記〜

萩には、昆虫たちが共存して暮らす城（昆虫城）が
あります。もしここに、よその昆虫が侵入したらカ
ブトムシはじめ城の昆虫たちはどう防衛し、どんな
運命をたどるのか !?
郷土の自然に迫りつつある「危機」を物語風にアレ
ンジして展示します。

４月16日（水）ー６月29日（日）
萩・夏みかん物語 〜初夏の萩を10倍楽しむ♪〜

萩の特産物である夏みかんについて、花が咲き、実を
食べる時季にその栽培の歴史や萩の観光との関わり
など、秘められた様々な話題で、夏みかんと萩のまち
を楽しく再発見できます。

９月27日（土）ー11月30日（日）
『坂の上の雲』の時代 〜晋作同志のその後〜

高杉晋作資料室

萩博物館 県立萩美術館・浦上記念館

８月26日（火）ー10月26日（日）
カルロ・ザウリ展　イタリア現代陶芸の巨匠

７月19日（土）ー８月17日（日）
没後150年記念　広重の風景版画展

５月27日（火）ー７月13日（日）
仏教美術の黎明ー中国山東省石仏展ー

４月５日（土）ー５月18日（日）
北斎〜シーボルトの見た日本〜

文政６年（1823）、
シーボルトとオラ
ンダ商館長は、日
本人の生活ぶりを
描く 40 点の作品
を葛飾北斎から受
け取りました。今
回、この 40 点が
初めて一括して里
帰りします。

葛飾北斎
「富嶽三十六景　神奈川沖浪裏」

※長期休館 10 月 27 日〜平成 21 年７月３日
平成 22 年度に開館予定の陶芸展示施設の建築工事のため休館

※３月３日〜４月４日　全館休館

　これらの作品には西洋風の陰影法が用いられ、見慣
れない北斎と思われることでしょう。浮世絵版画、肉
筆画など約 200 点を展示し、「おなじみの北斎」と「初
めての北斎」の二つの視点からお楽しみください。

作品は
「金彩龍呼 No. ５」

☎０８３８・２４・２４００
☎０８３８・２５・６４４７

図録

大判錦絵　天保２〜５年（1831〜34）
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■
第
39
回
日
展

　

吉
賀
將
夫
が
日
展
評
議
員
と
し
て
出

展
し
ま
す
。

４
月
26
日
（
土
）
〜
５
月
18
日
（
日
）

石
川
県
金
沢
市
広
坂
１
︲
２
︲
１
金
沢

21
世
紀
美
術
館

　
　
　
（
０
７
６
・
２
２
０
・
２
８
０
０
）

■
濱
中
史
朗
「
釉
薬
／
黒
」

３
月
１
日
（
土
）
〜
９
日
（
日
）

東
京
都
港
区
元
麻
布
３
︲
12
︲
46　

さ

る
山
（
０
３
・
３
４
０
１
・
５
９
３
５
）

■
下
瀬
信
雄
写
真
展
「
結
界
Ⅵ
」

３
月
11
日
（
火
）
〜
24
日
（
月
）

■
岡
田
裕
作
陶
展

３
月
５
日
（
水
）
〜
10
日
（
月
）

東
京
都
豊
島
区　

西
武
池
袋
本
店

　
　
　
（
０
３
・
３
９
８
１
・
０
１
１
１
）

■
日
本
現
代
工
芸
美
術
展

　

吉
賀
將
夫
が
出
展
し
ま
す
。

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

情
報
ア
ラ
カ
ル
ト

３
月
26
日
（
水
）
〜
４
月
４
日
（
金
）

東
京
都
台
東
区
上
野
公
園　

東
京
都
美

術
館
（
０
３
・
３
８
２
３
・
６
９
２
１
）

■
明
屋
書
店
（
首
都
圏
店
舗
）
で
萩
関

係
書
籍
の
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
開
催
中

　

ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
シ
リ
ー
ズ
「
萩
も
の

が
た
り
」（
全
16
タ
イ
ト
ル
）
を
中
心
に
、

萩
関
連
の
書
籍
を
集
め
た
ブ
ッ
ク
フ
ェ

ア
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
３
月
下
旬
ま
で

東
京
都
中
野
区
中
野
５
︲
52
︲
15　

中
野
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
3
階　

明
屋
書

店
・
東
京
中
野
店

　
　
　
（
０
３
・
３
３
８
７
・
８
４
５
１
）

▽
４
月
上
旬
〜

東
京
都
西
五
反
田
１
︲
３
︲
８　

五
反

田
御
幸
ビ
ル
１
階　

明
屋
書
店
・
五
反

田
店　
（
０
３
・
３
４
９
２
・
３
８
８
１
）

■
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
東
京
２
０
０
８

　
「
フ
ジ
ヰ
画
廊
」
に
三
輪
華
子
が
出

展
し
ま
す
。

４
月
４
日
（
金
）
〜
６
日
（
日
）

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
３
︲
５
︲
１

東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
（
０
３
・
５
２
２
１
・
９
０
０
０
）

■
手
工
芸
大
博
覧
会

　

萩
市
で
、
ア
ー
ト
フ
ラ
ワ
ー
や
ア
ー

ト
盆
栽
、
萩
人
形
な
ど
を
指
導
し
て
い

る
岡
野
芳
子
が
出
展
し
ま
す
。

４
月
９
日
（
水
）
〜
14
日
（
月
）

東
京
都
台
東
区　

松
屋
浅
草

　
　
　
（
０
３
・
３
８
４
２
・
１
１
１
１
）

■
鎌
倉
ま
つ
り

　

鎌
倉
ま
つ
り
パ
レ
ー
ド
に
、
萩
か
ら

奇
兵
隊
が
参
加
し
ま
す
。

４
月
13
日
（
日
）
午
前
11
時
〜
午
後
１

時
30
分
（
予
定
）

鎌
倉
市
若
宮
大
路

■
十
二
代
三
輪
休
雪　

創
造
の
軌
跡
展

４
月
17
日
（
木
）
〜
23
日
（
水
）

東
京
都
新
宿
区　

京
王
百
貨
店

　
　
　
（
０
３
・
３
３
４
２
・
２
１
１
１
）

■
大
阪
指
月
会

　

関
西
地
区
の
萩
高
同
窓
会

４
月
13
日
（
日
）
正
午
〜

大
阪
市
北
区　

大
阪
弥
生
会
館

　
　
　
（
０
６
・
６
３
７
３
・
１
８
４
１
）

■
第
39
回
日
展

　

吉
賀
將
夫
が
出
展
し
ま
す
。

３
月
23
日
（
日
）
ま
で

大
阪
市
天
王
寺
区
茶
臼
山
町
１
︲
82　

大
阪
市
立
美
術
館

　
　
　
（
０
６
・
６
７
７
１
・
４
８
７
４
）

■
下
瀬
信
雄
写
真
展
「
結
界
Ⅵ
」

４
月
17
日
（
木
）
〜
22
日
（
火
）

大
阪
市
北
区
梅
田
２
︲
５
︲
２　

新
サ

ン
ケ
イ
ビ
ル
１
階　

ニ
コ
ン
プ
ラ
ザ
大

阪　
　
（
０
６
・
６
３
４
８
・
９
６
９
８
）

■
岡
田
裕
作
陶
展

４
月
22
日
（
火
）
〜
28
日
（
月
）

大
阪
市
中
央
区　

そ
ご
う
心
斎
橋
本
店

　
　
　
（
０
６
・
６
２
８
１
・
３
１
１
１
）

■
澤
江
衣
里
コ
ン
サ
ー
ト

　

萩
光
塩
学
院
高
等
部
卒
の
ソ
プ
ラ
ノ

歌
手
の
コ
ン
サ
ー
ト
（
６
ペ
ー
ジ
）。

３
月
28
日
（
金
）
午
後
６
時
30
分
〜

島
根
県
益
田
市
有
明
町
５
︲
15　

島
根

県
芸
術
文
化
セ
ン
タ
ー「
グ
ラ
ン
ト
ワ
」

　
　
　
（
０
８
５
６
・
３
１
・
１
８
６
０
）

■
岡
林
信
康
コ
ン
サ
ー
ト

３
月
８
日
（
土
）
午
後
６
時
30
分
〜

阿
武
町
奈
古　

阿
武
町
町
民
セ
ン
タ
ー

チ
ケ
ッ
ト
料
金　

一
般
４
０
０
０
円
、

60
歳
以
上
３
０
０
０
円
、
小
中
高
生

２
０
０
０
円
（
当
日
５
０
０
円
増
）

舫も
や
いネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
事
務
局　

長
嶺　
　

　
　
　
（
０
８
３
８
８
・
５
・
０
４
１
８
）

■
中
村
眞
一
と
西
村
勉
二
人
展

４
月
10
日
（
木
）
〜
５
月
11
日
（
日
）

長
門
市
仙
崎
１
１
５
１　

ギ
ャ
ラ
リ
ー

龍
瑞
亭（
０
８
３
７
・
２
６
・
０
８
５
５
）

■
萩　

船
崎
透
作
陶
展

４
月
16
日
（
水
）
〜
21
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
）

■
躍
動
展

　

藤
崎
恒
頼
は
じ
め
、
萩
、
長
門
、
宇

部
で
活
動
す
る
画
家
の
作
品
を
展
示
。

４
月
17
日
（
木
）
〜
22
日
（
火
）

長
門
市
東
深
川　

ウ
ェ
ー
ブ

　
　
　
（
０
８
３
７
・
２
２
・
４
８
３
０
）

４
月
24
日
（
木
）
〜
27
日
（
日
）

宇
部
市　

宇
部
文
化
会
館

　
　
　
（
０
８
３
６
・
３
１
・
７
３
７
３
）

■
第
39
回
日
展

　

吉
賀
將
夫
が
出
展
し
ま
す
。

３
月
29
日
（
土
）
〜
４
月
20
日
（
日
）

福
岡
市
中
央
区
大
濠
公
園　

福
岡
市
美

術
館　
（
０
９
２
・
７
１
４
・
６
０
５
１
）

■
萩
光
塩
学
院
小
学
校　

休
校
式

　

卒
業
式
の
後
に
行
わ
れ
ま
す
。

３
月
16
日
（
日
）
午
前
11
時
30
分
〜

萩
光
塩
学
院
体
育
館

　
　
　
（
０
８
３
８
・
２
２
・
０
７
８
２
）

■
萩
城
下
の
古
き
雛
た
ち

４
月
３
日
（
木
）
ま
で

会
場　

旧
久
保
田
家
住
宅
、
菊
屋
家
住

宅
、
青
木
周
弼
旧
宅
、
萩
博
物
館
、
田

町
商
店
街
、
旧
田
中
別
邸
、
旧
山
中
家

中
国
地
区

萩
市
関
係

関
東
地
区

　

４
年
に
１
度
の
萩
高
、
萩
商
業
高
、

萩
工
業
高
、
萩
光
塩
学
院
４
校
の
合

同
同
窓
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

【
東
京
】
第
３
回
萩
四
高
校
在
京
同

窓
会

▽
10
月
25
日
（
土
）

　

午
後
２
時
30
分
〜
５
時

▽
東
京
都
港
区　

日
本
工
業
倶
楽
部

（
Ｊ
Ｒ
東
京
駅
丸
の
内
北
口
）

【
大
阪
】
第
６
回
萩
同
郷
会

▽
11
月
16
日
（
日
）
予
定　

　

正
午
〜
午
後
３
時

▽
大
阪
市
北
区　

大
阪
弥
生
会
館

（
Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
北
口
）

今
年
の
秋
は
、

萩
四
高
校
合
同
同
窓
会

山
口
県
関
係

関
西
地
区

九
州
地
区

東京都新宿区西新宿 1-6-1
新宿エルタワー 28 階　
新宿ニコンサロン

（03・3344・0565）

北
陸
地
区
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沢
の
極
み
で
す

５
月
30
日
（
金
）
午
後
７
時
30
分
と
午

後
９
時
15
分
の
２
回
公
演

料
金　

８
５
０
０
円

萩
市
土
原
２
９
１
︲
１　

ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

　
　
　
（
０
８
３
８
・
２
５
・
６
５
９
６
）

■
Ｎ
Ｈ
Ｋ
総
合
・
教
育
テ
レ
ビ

　
「
産
地
発
！
た
べ
も
の
一
直
線
」

４
月
13
日
（
日
）　
「
萩
の
真
ふ
ぐ
」
が

登
場
!!

　

地
産
地
消
を
応
援
す
る
俳
優
の
永
島

敏
行
が
メ
イ
ン
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務

め
る
35
分
枠
の
番
組
。
萩
沖
千
里
ヶ
瀬

近
辺
で
の
マ
フ
グ
漁
操
業
の
様
子
か
ら
、

そ
の
料
理
法
や
新
開
発
し
た
加
工
品
へ

の
取
り
組
み
な
ど
、
じ
っ
く
り
35
分
間

「
萩
の
真
ふ
ぐ
」
に
絞
っ
て
紹
介
さ
れ

る
予
定
。
ス
タ
ジ
オ
出
演
す
る
生
産
者

は
、
萩
市
越
ヶ
浜
の
ふ
ぐ
延
縄
漁
船
：

住
宅
、
梅
屋
七
兵
衛
旧
宅
、
旧
湯
川
家

屋
敷
、
伊
藤
博
文
別
邸

問
い
合
わ
せ　

萩
市
観
光
課

（
０
８
３
８
・
２
５
・
３
１
３
９
）

■
彩
陶
庵
の
企
画
展

工
藤
茂
喜
展 

「
漆
」

４
月
12
日
（
土
）
〜
20
日
（
日
）

萩
市
呉
服
町
１
︲
３　

彩
陶
庵
ロ
フ
ト

（
０
８
３
８
・
２
５
・
３
１
１
０
）

■
俥
宿 

天
十
平
の
企
画
展

◦
清
水
善
行 

う
つ
わ
展

　

京
都
で
作
陶
す
る
若
き
実
力
家
の
個

展
。
熊
本
県
出
身

　

３
月
29
日
（
土
）
〜
４
月
８
日
（
火
）

萩
市
南
古
萩
町
33
︲
５

　

俥
宿 

天
十
平

（
０
８
３
８
・
２
６
・
６
４
７
４
）

■
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
コ
ン
サ
ー
ト

　

穐あ
き
よ
し吉

敏
子
（
ピ
ア
ノ
）
と
ル
ー
・
タ

バ
キ
ン
（
サ
ッ
ク
ス
、
フ
ル
ー
ト
）
の

夫
婦
デ
ュ
オ
。
至
近
距
離
ラ
イ
ブ
は
贅

新規加入会員ご紹介
末
武
則
夫
さ
ん

　
　
　
　
　
（
神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
）

上
田
俊
成
さ
ん　
　
　
　
　
（
萩
市
）

内
田
清
美
さ
ん　
（
東
京
都
江
東
区
）

坂
中
勇
介
さ
ん　
　
　
　
　
（
萩
市
）

田
中
隆
志
さ
ん　
　
　
　
　
（
萩
市
）

伊
藤
潤
一
郎
さ
ん（
千
葉
県
市
川
市
）

藤
田
擴
さ
ん　
　
　
　
　
　
（
萩
市
）

三
原
正
光
さ
ん　
　
　
　
　
（
萩
市
）

出
羽
伸
次
さ
ん　
（
東
京
都
文
京
区
）

中
村
恵
理
子
さ
ん

　
　
　
　
　
　
（
福
岡
県
久
留
米
市
）

佐
伯
理
恵
さ
ん      　

  

（
岩
国
市
）

山
中
千
明
さ
ん　
（
兵
庫
県
神
戸
市
）

テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
情
報

篠
倉
牧
代
さ
ん　
（
兵
庫
県
神
戸
市
）

米
倉
麻
美
さ
ん　
（
兵
庫
県
神
戸
市
）

槌
田
智
和
さ
ん（
神
奈
川
県
横
浜
市
）

田
村
コ
ヨ
さ
ん　
（
奈
良
県
奈
良
市
）

白
石
眞
さ
ん　
　
　
　
　
　
（
萩
市
）

杉
村
如
子
さ
ん　
（
広
島
県
広
島
市
）

礒
部
薫
さ
ん　
（
千
葉
県
習
志
野
市
）

藤
井
孝
子
さ
ん（
東
京
都
武
蔵
野
市
）

和
田
真
教
さ
ん　
　
　
　
　
（
萩
市
）

森
井
緑
朗
さ
ん　
　
（
東
京
都
港
区
）

湯
本
隆
仁
さ
ん　
（
東
京
都
中
野
区
）

山
口
テ
レ
コ
ム
㈱　
　
　
（
宇
部
市
）

（
12
月
26
日
〜
２
月
27
日　

24
人
）

★
ス
ル
メ
イ
カ
沖
漬
け
製
品（
３
名
様
）

★
に
ご
り
酒
「
香
雪
」（
３
名
様
）

応
募
方
法　

ハ
ガ
キ
に
氏
名
、
住
所
、

電
話
番
号
、
近
況
な
ど
を
明
記
の
う
え
、

萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
プ
レ
ゼ
ン
ト
係

ま
で
。
締
め
切
り
は
３
月
31
日
（
消
印

有
効
）。

プ
レ
ゼ
ン
ト

萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
年
会
費
３

年
分
で
５
０
０
円
割
引

　

萩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
会
で
は
、
年
会

費
を
３
年
分
ま
と
め
て
お
支
払
い
さ
れ

た
方
の
年
会
費
を
割
り
引
く
特
典
を
始

め
ま
し
た
。

長
期
会
員
へ
の
特
典　

一
般
会
員
の

３
年
分
の
年
会
費
６
０
０
０
円
を

５
５
０
０
円
に
（
５
０
０
円
割
引
）

（
郵
便
振
替
の
み
の
扱
い
と
な
り
ま
す
）

中
傳
丸
船
長
の
中
村
英
夫
さ
ん
。
新
し

い
萩
の
名
産
と
し
て
、
注
目
を
集
め
る

こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

■
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｂ
Ｓ
２
テ
レ
ビ

「
三
枝
一
座
が
や
っ
て
き
た
！
」

　

４
月
24
日
に
萩
市
民
館
で
公
開
録
画

さ
れ
ま
す
。
座
長
の
落
語
家
の
桂
三
枝

さ
ん
や
タ
レ
ン
ト
の
相
田
翔
子
さ
ん
ら

笑
い
の
一
座
が
、
萩
の
様
々
な
話
題
を

紹
介
し
な
が
ら
、
ふ
る
さ
と
落
語
を
創

作
、
披
露
し
ま
す
。

放
送
予
定
日　

５
月
29
日
（
木
）
午
後

７
時
45
分
〜
８
時
29
分

放
送
局　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
衛
星
第
２
テ
レ
ビ

■
映
画
「
長
州
フ
ァ
イ
ブ
」
の
テ
レ
ビ

放
映

放
送
局　

Ｃ
Ｓ
日
本
映
画
専
門
チ
ャ
ン

ネ
ル

放
送
日　

３
月
９
日（
日
）22
時
〜
、
16

日（
日
）12
時
〜
、
20
日（
木
・
祝
）19
時

〜
、22
時（
土
）13
時
〜
、４
月
５
日（
土
）

22
時
〜
、
11
日（
金
）０
時
〜

■
「
松
風
の
人
ー
吉
田
松
陰
と
そ
の
門

下
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　

津
本
陽

　

高
杉
晋
作
、
久
坂
玄
瑞
、
伊
藤
博
文
、

山
県
有
朋
︲
維
新
回
天
を
先
駆
し
た
英

傑
を
育
て
た
吉
田
松
陰
の「
獅
子
の
道
」

を
描
く
。

　

四
六
判
／
３
６
９
ペ
ー
ジ

定
価　

１
６
８
０
円

発
行　

潮
出
版
社

■
「
い
か
で
忘
れ
ん
ー
久
子
と
松
陰
」

松
原
誠

　

安
政
元
年
、
萩
・
野
山
獄
に
投
獄
さ

れ
た
吉
田
松
陰
は
、
囚
人
の
な
か
で
紅

一
点
の
高
須
久
子
と
出
会
う
。
や
が
て

二
人
は
、
獄
中
講
話
、
俳
諧
の
や
り
と

り
か
ら
心
を
通
わ
せ
て
い
く
。
新
た
な

視
点
か
ら
二
人
の
交
情
と
人
間
吉
田
松

陰
を
鮮
烈
に
描
く
長
編
力
作
。

　

四
六
判
／
２
５
１
ペ
ー
ジ

定
価　

１
９
０
０
円

発
行　

新
人
物
往
来
社

■
「
農
と
環
境
と
健
康
」　　

陽
捷か

つ

行ゆ
き

　

わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
人
類
や
文
明
が

い
ま
直
面
し
て
い
る
数
々
の
驚
異
的
な

危
機
に
思
い
が
及
ば
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

環
境
問
題
解
決
の
糸
口
と
し
て
今
、「
農

医
連
携
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

陽
捷
行
さ
ん
（
北
里
大
学
副
学
長
）

は
萩
高
14
期
（
昭
和
37
年
卒
）。

　

３
１
１
ペ
ー
ジ

定
価　

２
１
０
０
円

発
行　

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
株
式
会
社

■
「
西
の
旅
」
第
18
号

（
３
月
10
日
発
売
予
定
）

　

笠
山
椿
群
生
林
、
菊
ヶ
浜
、
明
倫
館

な
ど
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。

定
価　

６
８
０
円

発
行　

京
阪
神
エ
ル
マ
ガ
ジ
ン
社

◉
萩
焼
ま
つ
り

▽
５
月
１
日（
木
）〜
５
日（
月
・
祝
）午

前
９
時
〜
午
後
５
時
30
分

▽
萩
市
民
体
育
館

◉
萩
・
大
茶
会　

▽
５
月
３
日（
土
・
祝
）、
４
日（
日
・
祝
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▽
萩
城
跡
・
指
月
公
園
、
萩
博
物
館

◉
萩
往
還
ま
つ
り　
「
技
・
明
木
展
」

▽
５
月
３
日（
土
・
祝
）、
４
日（
日
・
祝
）

午
前
10
時
〜
午
後
５
時

▽
明
木
周
辺

出
版
情
報

Ｇ
Ｗ
中
の
イ
ベ
ン
ト

［総合テレビ］４月13日（日）
６：15〜６：50

［教育テレビ］４月18日（金）
昼12：00〜12：35（再）



■人の動き（平成20年１月末日）
　萩　市：人口／57,458人　男／26,419人　女／31,039人　世帯数／24,534世帯
　阿武町：人口／4,079人　男／1,813人　女／2,266人　世帯数／1,627世帯

1��008年3月（第80号）

　フカとは鮫のこと。見島での代表
的な調理法は干したフカを細かく削
いでネギと一緒に炒めて酢味噌で和
える「干しフカのぬた和え」。かつ
て見島では、船降ろし（新造船の進
水式）や家屋の新築時の御祝い料理
として、なくてはならない一品だっ
たとのこと。さっそく漁家の奥様に
調理していただき、試食させて頂い
たところ、フカの身の旨みが凝縮さ
れた味わいで、クセや臭みも全くな
く、温かいご飯との相性も抜群でし
た。

　ずんべ飯(嫁の皿飯)は、殻を除
去した嫁の皿を具に使った炊き込み
ご飯。貝の旨みとコクが味わえる素
朴な料理です。漁師料理というより
は、海辺に近い農家の料理。かつて、
農繁期が始まる前の３月下旬から４
月頃、忙しくなる前の家族団らんの
行楽行事として、一家総出で近くの
海岸に弁当持ちで遊びにいったと
のこと。その際、海岸で火を起こし、
子供たちが現地調達した嫁の皿を具
に、炊き込みご飯を炊いて楽しんだ
という。

　萩地区にはケンサキイカを使った
高級な塩辛が漁家に受け継がれてい
ます。港に水揚げされたばかりの新
鮮なイカを手早くさばき、身を刺身
状に切り、下足やエンペラも細かく
切って、荒塩をまぶして手で揉み込
み、甕の中に入れます。一日一回は
必ず甕の蓋を取って、全体をかき混
ぜる。そうして、だいたい２週間程
度漬け込めば出来上がり。内蔵を使
用しないため、あっさりと淡白な味
わいで、食べる際にはダイダイ酢を
絞って、というのが定番であったよ
うです。

　萩の早春の風物詩シロウオ。今で
は小型漁船による川中での漁ですが、
かつては河口近隣の農民が、農閑期
の生業として、藩主にシロウオ漁の
特別許可をもらって操業したと伝え
られています。活きたシロウオを水
洗いしてそのままスイチ(酢醤油)
で食べる踊り食いが有名。人気があ
るのは天ぷらで、目の前で揚げたて
を賞味、見た目も美しく、これが一
番美味しい食べ方だと思います。

　小さくても、イカの女王ケンサキ
イカの子供、優しい味と柔らかい身
が人気です。主に春先、定置網で漁
獲され、この時期になると魚屋の店
頭にも並びます。１パック�0パイ
前後入って値段は300円内外、安
い食材なので漁家や一般の家庭でも
いろいろな料理法で利用されてきま
した。定番料理は、調理が簡単で、
しかも見た目も良い子イカの煮付け。
水洗いして、一口大に切った大根や
人参など季節の根菜と一緒に煮付け
ます。

　ナメタフグとは、マフグの地方名。
トラフグなどと違って表皮にトゲト
ゲがなく、滑らかなことから、この
名前で呼ばれるようになりました。
萩地区では、古くからフグ刺し、ち
り鍋、雑炊などで親しまれてきたご
当地フグです。漁師さんの中には、
ミガキ（有毒部除去）にしたマフグ
を炭火で丸ごと焼いて、身をむしる
ように豪快に楽しむ方もおられます。
トラフグに比べやや水分が多いため、
サク取りした表面を強火で炙るタタ
キが秀逸。

近年のスローフード人気で、各地に伝わる郷土料理がその価値を見直され
つつあります。海の幸・山の幸に恵まれた萩地区では、ちしゃなます・のっ
ぺい・いとこ煮・蕪雑煮などが有名ですが、それ以外にも、庶民が古くか
ら受け継ぎ守り続けてきた郷土料理がたくさんあります。いずれも旬の食
材を活かした秀逸な一品、しかもそれぞれに「物語」がこめられています。


