
NICHIGIN 2018 NO.569

高台から眺めた萩市中心地。川の向こう、明かりの集まる場所が
かつての城下町。右端の小山は、1604 年に毛利輝元が麓に萩城
を築いた指

し

月
づき

山。現在は「指月公園」として整備され、春には約
500 本のソメイヨシノや天然記念物ミドリヨシノが咲き誇る。

明
治
維
新
、
そ
し
て
産
業
の
劇
的
な
近
代
化
。

長
州
藩
で
学
び
、
育
っ
た
若
者
た
ち
が
、

日
本
を
大
き
く
変
え
て
か
ら
一
五
〇
年
。

先
達
が
残
し
た
歴
史
的
資
産
を
守
り
つ
つ
、

萩
市
は
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 山口県萩市

時
代
を
切
り
拓
く

維
新
の
志
士
の
魂
を
受
け
継
ぐ

山
口
県
萩
市



かつての長州藩の拠点、指月山の萩城跡。5 層
の天守閣はじめ建物は 1874 年に解体されたが、
石垣や堀が当時の面影を残す。

萩市長就任から約 2 年。長期的なビジョンを持ちつつ、
時間をかけて萩のまちづくり、ひとづくりに取り組み
たいと藤道健二氏は話す。

1718 年に 5 代藩主毛利吉元が建てた萩藩校明倫館跡
を利用した「萩 ･ 明倫学舎」。1935 年築の小学校を改
修し、歴史、世界遺産関連、ジオパーク、萩のまちの
魅力を総合的に紹介する観光の拠点となっている。
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明
治
維
新
か
ら
一
五
〇
年

新
し
い
萩
を
目
指
す
節
目

　

山
口
県
北
部
に
位
置
す
る
萩は

ぎ

市
は
、

慶
長
九
年
（
一
六
○
四
）
の
毛
利
輝て

る
も
と元

に
よ
る
萩
城
築
城
以
来
、
約
二
六
〇
年

に
わ
た
り
毛
利
家
が
治
め
て
き
た
ま

ち
。
幕
末
に
は
吉
田
松し

ょ
う
い
ん陰、

木
戸
孝た

か
よ
し允

（
桂
小
五
郎
）、
高
杉
晋
作
、
伊
藤
博ひ

ろ
ぶ
み文

ら
、
明
治
維
新
の
立
役
者
を
数
多
く
輩

出
し
た
。
二
○
一
五
年
に
放
送
さ
れ
た
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
花は

な

燃も

ゆ
」
も
記

憶
に
新
し
い
。

　

二
○
一
八
年
は
、
明
治
維
新
か
ら

一
五
〇
年
。
明
治
改
元
の
詔

し
ょ
う
し
ょ書が

出
さ

れ
た
十
月
二
十
三
日
に
は
、「
萩･

明

治
維
新
１
５
０
年
記
念
式
典
」
ほ
か
多

彩
な
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の

目
的
は
、
過
去
を
振
り
返
る
だ
け
で
は

な
い
。
二
○
一
七
年
三
月
か
ら
現
職
を

務
め
る
萩
市
長
の
藤ふ

じ
み
ち道
健け

ん
じ二
氏
は
、「
新

し
い
萩
と
時
代
を
切
り
拓
こ
う
」
と
い

う
テ
ー
マ
の
も
と
、
あ
ら
た
な
ス
タ
ー

ト
を
切
る
節
目
だ
と
話
す
。

　

現
在
の
人
口
は
、
約
四
万
八
〇
〇
〇

人
。
最
盛
期
か
ら
比
べ
る
と
ほ
ぼ
半
減

し
た
ま
ち
の
活
性
化
を
図
る
べ
く
さ
ま

ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
な
か
、

市
が
掲
げ
る
三
本
柱
の
構
想
の
一
つ

が
、
産
業
の
要
で
あ
る
観
光
の
充
実
を

は
か
る
「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
だ
。

今
な
お
古
地
図
が
使
え
る
城
下
町
を
、

歴
史
的
施
設
を
含
め
て
じ
っ
く
り
観
光

し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
指
す
。

　
「
萩
全
域
の
宿
泊
客
は
年
間
約
四
四
万

人
。
滞
在
型
の
旅
を
提
案
し
、
も
っ
と

萩
で
消
費
し
て
も
ら
う
た
め
、
萩
藩
校

明め
い
り
ん倫

館か
ん

の
跡
地
に
建
つ
『
萩
・
明
倫
学

舎
』
を
は
じ
め
歴
代
の
方
々
が
整
備
し

て
き
た
観
光
資
源
を
生
か
し
た
試
み
を

進
め
て
い
ま
す
」

　

二
○
一
八
年
七
月
に
は
萩
市
観
光
協

会
を
日
本
版
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
注
１
）
に
登
録
し
、

そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
う
責
任
者
は

前
年
に
公
募
で
選
定
し
た
。

　
「
Ｄ
Ｍ
Ｏ
の
責
任
者
は
、
い
わ
ば
萩
の

観
光
の
リ
ー
ダ
ー
で
す
。
商
工
業
、
宿

泊
業
か
ら
農
林
水
産
業
ま
で
、
こ
れ
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
し
て
き
た
観
光
関

連
業
者
を
ま
と
め
、
観
光
客
を
取
り
込

ん
で
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

二
○
一
八
年
九
月
に
は
、
維
新
と
マ

グ
マ
胎
動
の
地
「
萩
ジ
オ
パ
ー
ク
」
が

「
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
」
に
認
定
。
自
然
の

景
観
は
も
ち
ろ
ん
、
豊
か
な
漁
場
や
お

い
し
い
野
菜
・
果
樹
を
育
む
水
は
け
の

良
い
土
地
、
萩
焼
の
や
わ
ら
か
な
風
合

い
を
生
む
花か

こ
う
が
ん

崗
岩
な
ど
萩
ら
し
さ
の
根

源
を
大
地
に
求
め
、
物
語
が
広
く
つ
な

が
る
の
が
面
白
い
。

　

三
本
柱
の
構
想
の
二
つ
目
は
、
地
域

産
業
振
興
だ
。

　
「
萩
市
は
二
○
○
五
年
に
一
市
二
町

四
村
が
合
併
し
て
で
き
た
ま
ち
で
、
農

業
と
漁
業
が
中
心
的
な
産
業
。
担
い
手

の
確
保
や
農
産
物
の
直
売
に
加
え
、『
萩

の
瀬
つ
き
あ
じ
』『
萩
の
あ
ま
だ
い
』
と

い
っ
た
食
材
の
ブ
ラ
ン
ド
価
値
を
高
め

る
な
ど
の
取
り
組
み
も
進
行
中
で
す
」

中
国
自
動
車
道

山口線

須佐湾
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注１／ＤＭＯ（Destination Management/Marketing  Organization）
官民などの幅広い連携によって地域観光を積極的に推進する法人組織。
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左上から時計回りに、「大
おおいた

板山
やま

たたら
製鉄遺跡」「萩反射炉」「恵

え び す が

美須ヶ鼻
はな

造船所跡」。いずれも 2015 年に世界
遺産に登録された「明治日本の産業革
命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」
の資産群。これらのほか「松下村塾」「萩
城下町」が世界遺産に含まれる。

「
萩
ジ
オ
パ
ー
ク
」
の
一
部
で
あ
る
須
佐
地
域
の

「
畳

た
た
み

ヶが

淵ふ
ち

」
は
、
田た

ま万
川が
わ

の
岸
や
河
床
を
六
角
形
の

玄
武
岩
が
埋
め
尽
く
す
。

　

全
国
に
知
ら
れ
る
ブ
ラ
ン
ド
化
を
目

指
す
魚
介
類
は
実
際
、
力
強
い
旨
み
や
、

上
品
な
甘
み
が
際
立
っ
て
い
た
。
旅
人

の
心
を
つ
か
む
観
光
資
源
に
な
る
と
実

感
し
た
。

　
「
残
る
構
想
の
三
つ
目
は
、
ひ
と
づ

く
り
。
萩
は
江
戸
時
代
か
ら
、
教
育
に

力
を
注
い
で
き
た
ま
ち
で
す
。
萩
で
教

育
を
受
け
た
い
と
い
う
人
を
招
き
入
れ

る
、
吸
引
力
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
」　

　

そ
の
試
み
と
し
て
は
、
四
カ
所
あ
る

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
の
ひ

と
つ
、
浜
崎
地
区
で
の
動
き
が
期
待
さ

れ
て
い
る
。
廃
止
さ
れ
た
金
融
機
関
の

出
張
所
を
市
が
借
り
受
け
、
一
階
を
山

口
大
学
の
サ
テ
ラ
イ
ト
研
究
室
、
二
階

は
起
業
、
創
業
の
た
め
の
シ
ェ
ア
オ

フ
ィ
ス
な
ど
に
改
修
中
だ
。

　
「
中
心
部
か
ら
少
々
離
れ
た
地
域
で
、

住
民
の
方
が
高
齢
化
し
て
い
る
。
起
業
、

創
業
を
目
指
す
若
い
世
代
が
集
ま
れ

ば
、
地
域
が
覚
醒
さ
れ
る
の
で
は
な
い

か
。
お
年
寄
り
の
知
恵
と
若
い
人
の
情

熱
の
相
乗
効
果
で
、
い
い
も
の
を
生
み

出
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
ま
す
」

　

機
運
を
盛
り
上
げ
る
梃て

こ子
と
し
て

は
、
学
生
も
参
加
で
き
る
ビ
ジ
ネ
ス
プ

ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
を
二
○
一
八
年
に
開

催
。
そ
れ
ら
の
政
策
が
場
当
た
り
的

に
な
っ
て
は
い
け
な
い
と
話
す
藤
道
氏

が
地
道
に
進
め
る
の
が
、
萩
市
全
域
で

二
〇
地
区
を
ま
わ
る「
市
民
フ
ァ
ー
ス
ト

〜
萩
ま
ち
づ
く
り
セ
ッ
シ
ョ
ン
〜
」
だ
。

　
「
小
学
校
区
単
位
で
市
民
の
方
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
き
、
三
本
柱
の
構
想
を

含
む『
萩
市
基
本
ビ
ジ
ョ
ン
』を
説
明
し

て
い
る
ん
で
す
。
浸
透
す
る
に
は
し
ば

ら
く
か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
政
策
に

つ
い
て
理
解
が
深
ま
れ
ば
、
市
民
が
強

力
な
応
援
団
、
当
事
者
に
な
っ
て
く
れ

る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。
地
域
で
自
ら

活
動
し
て
い
く
方
々
を
徐
々
に
つ
く
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

萩
の
人
の
心
に
輝
き
続
け
る

「
松
陰
先
生
」
の
教
え

　

市
民
が
ま
ち
を
動
か
す

当
事
者
に
な
る
ひ
と
づ
く

り
…
…
。
藤
道
氏
の
話
に

重
な
っ
た
の
は
、
か
つ
て

松し
ょ
う
か
そ
ん
じ
ゅ
く

下
村
塾
で
学
ん
だ
若
者

た
ち
だ
。
世
界
遺
産
「
明

治
日
本
の
産
業
革
命
遺
産 

製
鉄
・
製
鋼
、
造
船
、
石

炭
産
業
」
の
構
成
資
産

の
一
つ
で
あ
る
松
下
村
塾

で
は
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
か
ら

一
年
一
カ
月
、
身
内
相
手
の
初
期
の
時

代
を
含
め
て
も
二
年
一
〇
カ
月
で
延
べ

九
二
名
が
吉
田
松
陰
の
も
と
で
学
ん
だ

と
い
う
。
そ
う
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
松
陰
神
社
名
誉
宮
司
の
上
田
俊と
し

成し
げ

氏
だ
。

　

世
界
遺
産
に
選
ば
れ
た
の
は
、
日
本

の
近
代
産
業
の
礎
を
築
い
た
数
多
く
の

人
材
を
輩
出
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
た
め
。
東
京
職
工
学
校
（
後
の
東
京

工
業
大
学
）
の
初
代
校
長
で
あ
る
正ま

さ
き木

退た
い
ぞ
う蔵
、
官
営
長
崎
造
船
局
（
現
三
菱
重

工
長
崎
造
船
所
）
初
代
局
長
に
就
任
し
、

日
本
の
造
船
事
業
の
近
代
化
に
貢
献
し

た
渡
辺
蒿こ

う
ぞ
う蔵
ほ
か
、
松
下
村
塾
か
ら
巣

立
っ
た
人
々
の
功
績
は
語
り
尽
く
せ
な

い
ほ
ど
。

全国各地で吉田松陰や萩の歴史に関する講演
を行う松陰神社名誉宮司の上田俊成氏。事前
の連絡により、世界遺産「松下村塾」で上田
氏の話を直接聴くことができる。



左／「松下村塾」の塾生だった伊藤博文ら
の尽力により、1907 年に創建された「松
陰神社」。下／松陰神社境内に建つ「明治
維新胎動之地」の題字は、建立時の総理大
臣で山口県出身の佐藤栄作の筆による。

「
松
下
村
塾
」
は
そ
の
名
声
、
功
績
か
ら
考
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
質
素
で
小
規
模
な
つ
く
り
に
驚
か
さ
れ

る
。
吉
田
松
陰
の
も
と
、
数
多
く
の
志
士
が
こ
こ
で

学
び
、
日
本
が
生
ま
れ
変
わ
る
流
れ
を
作
っ
た
。

坂
高
麗
左
衛
門
第
十
四
世
当
主
坂
悠
太
氏
。
高

麗
左
衛
門
の
名
は
、
文
禄
・
慶
長
の
役
の
際
、

毛
利
輝
元
が
陶
工
李り

敬け
い

（
後
に
初
代
道
忠
）
を

兄
の
李り

勺し
ゃ
っ
こ
う

光
と
と
も
に
朝
鮮
か
ら
連
れ
帰
っ
た

こ
と
に
由
来
す
る
。

右
／
坂
氏
が
形
に
し
た
萩
の
土
に
命
を
あ
た
え

る
登
り
窯
。
左
／
十
二
世
、
十
三
世
、
坂
氏
の

作
品
。
作
家
に
よ
り
表
現
は
異
な
る
が
、
自
然

と
調
和
す
る
や
さ
し
い
表
情
を
た
た
え
て
い
る
。
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「
松
陰
先
生
や
門
下
生
は
、
広
い
知

識
、
国
や
社
会
を
よ
く
し
た
い
と
思
う

志
、
人
を
育
て
る
こ
と
の
重
要
さ
、
さ

ら
に
は
時
代
を
切
り
拓
い
て
い
く
強
さ

を
萩
に
残
し
て
く
れ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
」

　

上
田
氏
だ
け
で
は
な
く
、
萩
の
人
た

ち
は
今
で
も
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に

「
松
陰
先
生
」
と
口
に
す
る
。
小
学
校
の

授
業
で
は
、
吉
田
松
陰
の
言
葉
を
朗
読

す
る
時
間
も
あ
る
そ
う
だ
。

　
「
萩
の
子
ど
も
た
ち
は
、
理
屈
抜
き

で
松
陰
先
生
の
教
え
を
覚
え
る
。
年
を

重
ね
る
に
つ
れ
、
そ
の
意
味
が
だ
ん
だ

ん
と
わ
か
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
ね
」

　

享
年
二
十
九
歳
。
短
く
も
濃
密
な
人

生
を
駆
け
抜
け
、
変
革
へ
の
道
を
切
り

拓
い
た
吉
田
松
陰
は
、
今
な
お
萩
の
人

の
心
に
深
く
根
付
い
て
い
る
。

　

そ
の
教
え
の
数
々
は
、
現
在
に
も
通

じ
る
と
上
田
氏
は
話
す
。

　
「
例
え
ば
、『
飛ひ

じ耳
長ち

ょ
う
も
く
目
』。
情
報
収

集
の
こ
と
で
す
。
情
報
を
集
め
、
そ
れ

を
き
ち
ん
と
分
析
し
て
正
し
い
方
向
に

持
っ
て
い
く
。
今
で
い
う
、
イ
ン
テ
リ

ジ
ェ
ン
ス
。
そ
の
重
要
性
を
、
松
陰
先

生
は
既
に
江
戸
末
期
に
実
践
し
て
い
た

ん
で
す
ね
」

萩
焼
四
〇
〇
年
の
歴
史
を

未
来
へ
と
継
ぐ
た
め
に

　

歴
史
同
様
、
昔
か
ら
萩
の
名
を
広
く

知
ら
し
め
て
き
た
の
が
萩
焼
だ
。
代
々
、

萩
藩
御ご

よ
う用

窯が
ま

を
務
め
て
き
た
坂さ

か
こ
う
ら
い

高
麗
左ざ

衛え
も
ん門

窯
の
十
四
世
当
主
、
坂さ

か

悠ゆ
う
た太

氏
に

そ
の
背
景
を
伺
っ
た
。
窯
に
は
、
長
州

藩
初
代
藩
主
毛
利
秀ひ

で
な
り就

（
毛
利
輝
元
の

長
男
）
が
初
代
当
主
を
「
高
麗
左
衛
門
」

に
任
じ
た
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）

の
辞
令
が
残
る
。

　
「
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
毛
利
公

の
萩
入
府
に
伴
い
、
私
の
先
祖
を
含
む

陶
工
た
ち
が
、
こ
の
場
所
に
築
い
た
御

用
焼
物
所
で
作
陶
を
始
め
ま
し
た
。
そ

の
後
、
他
の
陶
工
た
ち
は
新
た
に
別
の

場
所
に
窯
を
築
き
そ
ち
ら
へ
移
り
ま
す

が
、
坂
家
は
こ
の
場
所
に
残
り
、
今
日

ま
で
こ
の
場
所
を
守
っ
て
い
ま
す
」

　

窯
が
位
置
す
る
の
は
、
ま
ち
な
か
か

ら
離
れ
た
山
間
の
自
然
豊
か
な
地
域
。
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木戸孝允旧宅や高杉晋作誕生地などが残る、
旧城下町に建つ「萩博物館」。「萩まちじゅ
う博物館」構想の要として、幕末を中心に
萩の歴史に関する展示を行っている。

上／岡崎酒造場代表取締役社長の岡崎考
浩氏。自らも杜氏や蔵人とともに、冬場
は日本酒の仕込み作業に携わっている。
左／岡崎酒造場の美酒の一部から「だい
だいリキュール 白小花」「ゆずリキュー
ル」「長門峡」。長門峡は蔵がある川上地
域にある峡谷で、国指定の名勝。

水
や
窯
を
た
く
薪
を
確
保
し
や
す
か
っ

た
こ
と
が
、
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
理
由

で
は
な
い
か
と
坂
氏
は
話
す
。

　

窯
の
一
角
で
は
、
初
代
を
は
じ
め
歴

代
当
主
の
作
品
を
拝
見
。
萩
焼
の
や
さ

し
い
風
合
い
を
保
ち
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
る
思
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
母
で

あ
る
先
代
の
急
逝
に
よ
り
、
二
○
一
四

年
に
二
六
歳
の
若
さ
で
伝
統
を
受
け
継

い
だ
坂
氏
は
、
自
ら
の
立
ち
位
置
を
穏

や
か
な
眼
差
し
で
語
っ
た
。

　
「
現
代
、
私
た
ち
は
無
限
に
近
い
選

択
肢
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、

と
も
す
れ
ば
ど
ち
ら
に
進
め
ば
よ
い
の

か
迷
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
伝
統
と
は

そ
れ
ら
の
現
在
位
置
を
示
す
灯
台
で
あ

る
、
と
の
言
葉
を
か
つ
て
頂
戴
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
時
代
の
先
へ
進
も

う
と
す
る
人
に
と
っ
て
、
私
達
の
窯
が

そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
い
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
確
か
に
伝
統
を

受
け
継
ぐ
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

一
方
で
私
自
身
も
、

伝
統
を
乗
り
越
え

て
先
に
進
め
る
よ

う
に
、
迷
い
な
が

ら
も
進
ん
で
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
」

　

萩
焼
は
、
ま
ち
の
歴
史
を
構
成
す
る

一
要
素
だ
と
も
い
う
。

　
「
萩
の
ま
ち
は
約
四
〇
〇
年
前
に
建

設
さ
れ
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
後
は
県

の
中
心
が
山
口
市
に
移
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
当
時
の
町
並
み
や
文
化
が
そ
の
ま

ま
保
た
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
坂
窯
も
、

萩
と
い
う
ま
ち
と
同
じ
時
間
を
歩
ん
で

き
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
場
所
、

そ
し
て
萩
焼
を
し
っ
か
り
守
り
伝
え
た

い
で
す
ね
」

地
産
地
消
の 

萩
の
酒
を
生
ん
だ
蔵
元
と

米
生
産
者
の
先
駆
的
試
み

　

歴
史
、
食
、
器
に
加
え
、
現
在
は
六

蔵
（
阿
武
町
の
一
蔵
含
む
）
あ
る
酒
蔵

も
ま
た
、
萩
の
魅
力
だ
。
そ
の
ひ
と
つ
、

「
長

ち
ょ
う
も
ん
き
ょ
う

門
峡
」
を
醸
す
岡
崎
酒
造
場
が
あ

る
の
は
、
二
○
○
五
年
の
合
併
に
よ
り

萩
市
と
な
っ
た
旧
阿あ

ぶ
ぐ
ん

武
郡
川か

わ
か
み
そ
ん

上
村
。
社

長
の
岡
崎
考た

か
ひ
ろ浩
氏
は
、
合
併
に
よ
る
変

化
を
語
る
。

　
「
以
前
は
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
『
萩
の
隣

の
阿
武
郡
』
と
説
明
し
て
も
、
伝
わ
ら

な
か
っ
た
。
で
も
今
は
、『
萩
の
蔵
で
す
』

と
い
う
一
言
で
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
大
き
い
で
す
ね
」

　

毎
年
春
に
開
催
さ
れ
る
「
萩
の
酒
ま

つ
り
」
ほ
か
、
六
蔵
が
協
力
し
て
の
Ｐ

Ｒ
も
展
開
。
さ
ら
に
二
○
一
八
年
三
月

に
、
萩
市
専
用
の
精
米
所
「
萩
酒さ
か
ま
い米

と

う
精
工
場
」
が
完
成
し
た
。

　
「
萩
市
・
阿
武
町
の
蔵
元
と
米
の
生

産
者
が
連
携
し
た
、『
萩
酒
米
み
が
き

協
同
組
合
』
が
手
が
け
る
精
米
所
で
す
。

萩
の
生
産
者
が
つ
く
っ
た
米
を
萩
で
精

米
し
て
、
萩
の
酒
蔵
で
造
る
。
全
て
地

産
地
消
。
し
か
も
一
〇
〇
％
、
山
田
錦

で
す
」

　

こ
う
し
た
試
み
は
全
国
に
先
駆
け
た

画
期
的
な
も
の
で
、
各
蔵
の
酒
を
セ
ッ

ト
に
し
て
売
る
計
画
も
あ
る
と
い
う
。

　

岡
崎
酒
造
場
は
実
は
、
一
九
八
六
年

に
初
め
て
日
本
酒
の
リ
キ
ュ
ー
ル
酒
を

出
し
た
酒
蔵
で
も
あ
る
。

　
「
こ
こ
、
旧
川

上
村
は
ゆ
ず
の
自

生
地
と
し
て
、
国

内
で
唯
一
、
国
の

天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
ゆ
ず
で

村
お
こ
し
を
と
の
流
れ
か
ら
、
酒
蔵
と

し
て
何
か
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

商
品
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
」

　

ク
リ
ア
な
飲
み
口
で
す
が
す
が
し
い

印
象
を
残
す
「
ゆ
ず
リ
キ
ュ
ー
ル
」
は
、

二
○
一
七
年
か
ら
マ
レ
ー
シ
ア
に
輸
出

さ
れ
、
静
か
な
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

　
「
海
外
へ
の
出
荷
の
お
話
は
今
ま
で

も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
度
き
り
で
終
わ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
マ

レ
ー
シ
ア
に
関
し
て
は
、
量
は
多
く
あ

り
ま
せ
ん
が
定
期
的
に
注
文
を
頂
い
て

山口県萩市地域の底力



「萩大島船団丸」および GHIBLI 代表取締役を務める坪内
知佳氏。左から 2 番目は、坪内氏の人生を変えるきっか
けとなった船団長・長岡秀洋氏。紆余曲折が重ねられた
創設当初のエピソードは、坪内氏の著書『荒くれ漁師を
たばねる力』（朝日新聞出版）をご参照いただきたい。

「萩大島船団丸」の拠点である大島は、萩港
から 25 分ほどの距離。人口約 700 人の多
くは、漁業に従事している。
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い
ま
す
」

　

最
近
で
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら
も
引

き
合
い
が
出
て
く
る
な
ど
関
心
は
広
が

り
つ
つ
あ
り
、
リ
キ
ュ
ー
ル
が
先
陣
を

き
っ
た
後
の
萩
市
や
山
口
県
の
酒
の
販

売
に
も
期
待
が
か
か
る
。

水
産
業
界
に 

維
新
の
風
が
吹
く 

漁
師
た
ち
の
取
り
組
み

　

食
と
水
産
業
の
世
界
で
は
、
取
っ
た

魚
を
漁
師
が
消
費
者
に
直
接
出
荷
す
る

「
船
団
丸
」
の

活
動
が
注
目
さ

れ
て
い
る
。
そ

の
先
頭
を
き
っ

て
ビ
ジ
ネ
ス
を

推
し
進
め
る
の

は
、「
萩
大お

お
し
ま島

船
団
丸
」
お
よ

び
実
務
的
な

運
営
を
担
う

Ｇギ

ブ

リ

Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｌ
Ｉ

代
表
取
締
役
の

坪つ
ぼ
う
ち内

知ち

か佳
氏

だ
。

　

漁
獲
量
や
魚

価
格
の
低
下
、

燃
料
の
高
騰
な
ど
が
漁
師
の
生
活
を
圧

迫
、
そ
ん
な
状
況
を
な
ん
と
か
で
き
な

い
か
。
二
○
一
〇
年
に
縁
あ
っ
て
知
り

合
っ
た
萩
大
島
の
漁
師
長
岡
秀ひ
で
ひ
ろ洋

氏
か

ら
、
そ
ん
な
相
談
を
受
け
た
の
が
き
っ

か
け
だ
と
坪
内
氏
は
振
り
返
る
。

　

坪
内
氏
は
漁
師
自
ら
が
消
費
者
に
魚

を
出
荷
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
結
果
的

に
は
二
○
一
一
年
、
農
林
水
産
省
が
進

め
る
六
次
産
業
化
法
の
も
と
、
中
国
・

四
国
地
方
に
お
け
る
認
定
事
業
者
第
一

号
と
な
る
。

　
「
萩
大
島
の
魚
の
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
は

日
本
一
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
従
来

の
市
場
を
通
じ
た
流
通
経
路
で
は
、
消

費
者
に
届
く
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
過

ぎ
、
味
も
鮮
度
も
落
ち
て
し
ま
う
。
そ

れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
分

た
ち
で
消
費
者
に
直
接
届
け
る
し
か
な

か
っ
た
」

　

当
時
二
四
歳
だ
っ
た
坪
内
氏
は
水
産

業
に
関
し
て
ま
っ
た
く
の
素
人
。
一
方
、

漁
師
た
ち
は
漁
で
は
誰
に
も
ひ
け
を
と

ら
な
い
が
、
出
荷
作
業
は
経
験
し
た
こ

と
が
な
い
。
加
え
て
長
年
培
わ
れ
て
き

た
業
界
の
し
が
ら
み
は
強
く
、
何
度
も

壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
意
見
の
衝
突
は
日

常
茶
飯
事
。
五
里
霧
中
の
船
出
だ
っ
た
。

　

と
き
に
は
漁
業
界
の
常
識
を
く
つ
が

え
す
活
動
に
二
の
足
を
踏
む
、
長
岡
氏

ほ
か
漁
師
を
説
得
。
さ
ら
に
は
坪
内
氏

自
ら
一
軒
、
一
軒
、
首
都
圏
の
飲
食
店

を
ま
わ
っ
て
市
場
を
開
拓
。
現
在
は

一
〇
〇
軒
以
上
の
顧
客
を
抱
え
る
。
ま

た
、
人
員
確
保
の
た
め
Ｉ
タ
ー
ン
を

募
っ
た
と
こ
ろ
、
七
人
も
の
移
住
者
が

助
っ
人
と
し
て
加
わ
っ
た
。

　

北
海
道
、
高
知
と
船
団
丸
の
活
動
は

広
が
り
、
坪
内
氏
は
海
外
へ
の
販
路
開

拓
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
日
々
、
国
内
外

を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
苦
労
を
重
ね
た

経
験
を
も
と
に
他
の
地
域
で
実
務
指
導

に
あ
た
る
漁
師
た
ち
は
、
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
料
と
い
う
副
収
入
を
得
ら
れ
る
よ

う
に
も
な
っ
た
。
ま
た
、
大
島
で
取
れ

た
て
の
魚
を
食
べ
る
ツ
ア
ー
を
開
催
す

る
な
ど
、
活
動
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。

こ
う
し
た
萩
大
島
船
団
丸
の
取
り
組
み

は
軌
道
に
乗
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
坪
内
氏
は
別
の
観
点
か
ら

強
い
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。

　
「
自
分
た
ち
の
ビ
ジ
ネ
ス
さ
え
よ
け

れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
日
本
の
漁
業
全
体
を
考
え
れ
ば
、

こ
の
船
団
丸
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
全

国
の
四
七
都
道
府
県
に
水
平
展
開
す
べ

き
だ
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
」

　

坪
内
氏
が
次
に
目
指
す
の
は
、
漁
業

の
取
り
組
み
を
、
農
業
や
林
業
と
い
っ

た
他
の
第
一
次
産
業
に
も
広
げ
て
い
く

こ
と
だ
。

　
「
萩
市
は
消
滅
可
能
性
都
市
に
名
が

連
な
っ
て
い
る
。
何
か
手
を
打
た
な
け

れ
ば
、
経
済
的
に
成
立
し
な
く
な
る
。

農
林
水
産
物
な
ど
の
天
然
資
源
も
同

じ
。
こ
の
ま
ま
で
は
一
次
産
業
が
立
ち

行
か
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う

な
ら
な
い
よ
う
誰
か
が
先
頭
を
切
っ
て

進
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
。
も
と
も
と
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主屋ほか 5 棟が国の重要文化財指
定となった、萩藩御用達の豪商の
住まい「菊屋家住宅」。かつて使
われた民具や美術品の展示や庭な
ど見所は多い。住宅に面した「菊
屋横丁」は、「日本の道百選」に
も選ばれた趣きある景色。

「
吉
田
松
陰
誕
生
地
」
近
く
に
建
つ
吉
田
松
陰
と
金
子

重
之
輔
（
右
）
の
銅
像
。
一
八
五
四
年
の
ペ
リ
ー
来

航
時
、
ふ
た
り
は
伊
豆
下
田
に
向
か
い
、
大
胆
に
も

ア
メ
リ
カ
へ
の
密
航
を
試
み
た
。

日
本
は
豊
か
な
国
だ
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
。
各
地
に
あ
る
も
の
を
上
塗
り
せ
ず

に
、
掘
り
起
こ
す
作
業
が
し
た
い
。『
地

方
創
生
』
で
は
な
く
『
地
方
再
生
』
で

す
よ
」

　

坪
内
氏
の
笑
顔
と
前
進
あ
る
の
み
の

姿
勢
が
、
萩
か
ら
日
本
を
変
え
た
志
士

た
ち
と
重
な
り
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

歴
史
を
誇
り
に
思
う
こ
と
が 

地
域
お
こ
し
に
つ
な
が
る

　

最
後
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
萩
市

観
光
協
会
名
誉
会
長
松
村
孝た

か
あ
き明

氏
。
旅

館
「
萩
本
陣
」
の
代
表
取
締
役
社
長
と

し
て
、
長
年
に
わ
た
り
自
ら
も
観
光
業

の
現
場
に
立
っ
て
き
た
。

　
「
日
本
の
近
代
化
は
、
間
違
い
な
く

萩
か
ら
始
ま
っ
た
。
松
陰
先
生
を
は
じ

め
と
す
る
先
達
が
残
し
た
歴
史
、
古
い

街
並
み
な
ど
、
萩
に
は
す
で
に
多
く
の

観
光
資
産
が
あ
る
ん
で
す
」

　

自
然
、
食
も
ま
た
然
り
。
こ
の
資
産

を
い
か
に
強
く
情
報
発
信
し
て
い
く
か

が
こ
れ
か
ら
の
課
題
だ
、
と
松
村
氏
は

話
す
。
同
時
に
大
切
な
の
は
、
住
む
人

が
そ
の
資
産
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ

と
だ
と
も
。

　
「
こ
こ
に
住
む
人
が
自
分
の
ま
ち
の

価
値
を
認
識
し
て
い
く
こ
と
が
観
光
の

ベ
ー
ス
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、

こ
こ
は
本
当
に
い
い
ま
ち
だ
、
と
思
う

空
気
が
自
然
と
醸
成
さ
れ
る
こ
と
が
、

ま
ち
づ
く
り
、
さ
ら
に
は
地
域
お
こ
し

に
つ
な
が
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

萩
市
で
は
歴
史
関
連
の
セ
ミ
ナ
ー
の

人
気
が
と
て
も
高
い
と
い
う
。
培
わ
れ

た
知
識
は
、
市
民
が
協
力
し
て
観
光
を

支
え
る
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
萩
観
光
ガ
イ
ド
協
会
」

な
ど
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

維
新
を
な
し
得
た
人
や
そ
こ
に
続
い

た
人
が
、大
学
や
企
業
の
創
始
者
に
な
っ

た
史
実
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
Ｍマ

イ

ス

Ｉ
Ｃ
Ｅ
（
注

２
）
の
拠
点
に
も
な
る
可
能

性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
話
す
松
村
氏
は
、
萩
の

ま
ち
の
構
造
に
つ
い
て
さ

ら
に
言
及
し
た
。

　
「
三
角
州
に
位
置
す
る
川

内
地
区
を
中
心
に
、
四
〇
〇

年
を
経
た
今
も
そ
の
都
市

構
造
を
維
持
し
て
い
る
の

は
、
毛
利
公
の
す
ぐ
れ
た

都
市
計
画
に
導
か
れ
た
必

然
だ
と
、
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。
治
水
事
業
に
た
け
て
い
た
ん
で

す
ね
。
し
か
も
、
三
角
州
に
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
ー
が
創
造
さ
れ
や
す
く
、
ま

た
近
い
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
、

萩
は
Ｃ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
（Continuing Care 

Retirem
ent Com

m
unity=

高
齢
者

対
応
社
会
）
を
目
指
す
に
は
う
っ
て
つ

け
の
地
域
と
考
え
て
い
ま
す
。
萩
は
古

く
て
あ
た
ら
し
い
ま
ち
な
ん
で
す
」

　

城
跡
を
中
心
に
形
成
さ
れ
る
城
下
町

は
、
ま
さ
し
く
松
村
氏
の
言
葉
ど
お
り

コ
ン
パ
ク
ト
に
集
約
さ
れ
て
い
た
。
江

戸
時
代
へ
と
容
易
に
時
間
旅
行
が
で
き

る
萩
に
は
、
ま
だ
ま
だ
計
り
知
れ
な
い

先
達
の
知
恵
が
潜
ん
で
い
そ
う
だ
。

　

伝
統
を
受
け
継
ぎ
守
る
人
、
新
た
な

挑
戦
を
重
ね
る
人
…
…
。
萩
で
出
会
っ

た
方
々
の
記
憶
を
た
ど
れ
ば
、
吉
田
松

陰
の
言
葉
へ
と
思
い
が
至
る
。

　
「
志
を
立
て
て
以
て
万
事
の
源
と
為

す
」（『
士し

き規
七し

ち
そ
く則』
よ
り
）

　

一
五
〇
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
も
変
わ

ら
ず
、「
松
陰
先
生
」
の
教
え
は
明
日

へ
進
も
う
と
す
る
萩
の
人
の
道
を
照
ら

し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

萩市観光協会名誉会長の松村孝明氏。代表取締役社長を務
める宿「萩本陣」の敷地内、奥萩展望台からは指月山を基
点として三角州にまとまった旧城下町が望める。

注２／ＭＩＣＥ
企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・
団体、学会等が行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/
Event）の頭文字。多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。


