
ま
ち
の
資
産
を
活
用
し
た 

「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」構
想

　

江
戸
時
代
の
町
並
み
が
残
る
都
市
は
少
な
く
な

い
。
だ
が
萩
市
中
心
部（
旧
萩
城
下
）ほ
ど
の
質
量
を

備
え
た
江
戸
の
町
並
み
は
全
国
的
に
も
ま
れ
だ
ろ

う
。
何
し
ろ
萩
城
下
の
町
割
り
は
今
か
ら
約
４
０
０

年
前
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
直
後
に
萩
藩
開
祖
の
毛
利

輝
元
が
実
施
し
た
当
時
そ
の
ま
ま
と
も
い
わ
れ
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
幕
末
期
に
藩
庁
が
現
在
の
山
口
市

に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
近
代
以
降
の
急
激
な
都
市

化
の
波
か
ら
免
れ
た
こ
と
や
、
戦
時
中
に
戦
災
に
遭

わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
半
面
、
近
代
都
市
と
し
て
の

発
展
と
い
う
意
味
で
は
歓
迎
す
べ
き
事
柄
ば
か
り
で

は
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
結
果
と
し
て
江
戸
時
代
の

町
並
み
が
損
な
わ
れ
ず
に
済
ん
だ
。
そ
し
て
町
並
み

が
伝
え
る
激
動
の
歴
史
ス
ト
ー
リ
ー
と
と
も
に
、
萩

市
民
に
と
っ
て
ま
さ
に
先
人
た
ち
の「
遺
産
」が
残
さ

れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
萩
市
を
訪
れ
れ
ば
、
そ
の

こ
と
が
如
実
に
実
感
で
き
る
。

　

例
え
ば
幕
末
維
新
の
主
役
と
な
っ
た
木
戸
孝
充
の

旧
宅
、
高
杉
晋
作
の
誕
生
地
な
ど
が
当
た
り
前
の
よ

う
に
さ
り
げ
な
く
並
ぶ
武
家
屋
敷
街
の
奥
深
さ
は
、

訪
問
者
を
束
の
間
の
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
的
気
分
に
誘

わ
ず
に
お
か
な
い
。

　

萩
城
三
の
丸
に
も
通
じ
、
藩
主
も
駕
籠
に
乗
っ
て

通
行
し
た
御
成
道
の
両
脇
に
は
、
今
も
現
役
で
営
業

し
て
い
る
か
の
よ
う
な
格
子
造
り
の
旧
商
家
・
町
家

が
立
ち
並
ぶ
。
外
見
的
に
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
小

さ
な
路
地
を
入
っ
て
も
、
瓦
を
載
せ
た
土
塀
の
陰
か

ら
、
ま
げ
を
結
っ
た
侍
や
町
人
が
い
つ
現
れ
て
も
不

思
議
で
な
い
よ
う
な
町
並
み
が
続
い
て
い
る
。

　

昭
和
51
年
に
全
国
初
の
「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
」（
当
時
は
堀
内
地
区
、
平
安
古
地
区
の
２

地
区
。
現
在
は
港
近
く
の
浜
崎
地
区
と
合
わ
せ
３
地

区
）
に
指
定
さ
れ
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
納
得
で
き

る
。
さ
ら
に
素
晴
ら
し
い
の
は
、
昭
和
42
年
の
国
史

跡
へ
の
指
定
を
契
機
に
盛
り
上
が
り
始
め
た
一
部
市

民
の
町
並
み
保
存
運
動
が
全
市
的
な
共
感
を
呼
び
、

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指

定
さ
れ
る
以
前
の
昭
和
47
年
の
段
階
で
、
市

独
自
の
「
歴
史
的
景
観
保
存
条
例
」
が
全
国
に
先

駆
け
策
定
・
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
。

　

新
た
に
再
現
さ
れ
た
町
並
み
で
は
な
い
。
江
戸
時

代
そ
の
ま
ま
の
町
並
み
が
今
も
大
規
模
な
ブ
ロ
ッ
ク

で
残
る
萩
市
の
中
心
部
に
は
、
実
際
、
４
０
０
年
以

上
に
わ
た
る
歴
史
の
積
み
重
ね
が
、
大
げ
さ
で
な
く
、

地
域
全
体
に
独
特
な
伝
統
的
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
（
雰

囲
気
）を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　
「
そ
れ
が
ま
さ
に
オ
ー
プ
ン
・
エ
ア
・
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム（
野
外
博
物
館
、
屋
根
の
な
い
博
物
館
）の
基
本

概
念
な
ん
で
す
ね
。
萩
市
は
現
在
、
市
民
と
行
政
が

一
体
と
な
っ
て『
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
』構
想
を
基

に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
『
江
戸
時
代
の
地
図
が
そ
の

ま
ま
使
え
る
ま
ち
』な
の
で
す（
笑
）」

　

そ
う
語
る
の
は
野
村
興
兒
萩
市
長
で
あ
る
。「
も
っ

と
も
…
…
」
と
野
村
市
長
は
続
け
る
。「
萩
市
民
は
昔

か
ら
中
心
部
の
町
並
み
を
ひ
そ
か
に
誇
り
に
は
思
っ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
部
の
市
民
を
除
い
て
、

そ
れ
が
例
え
ば
学
術
的
・
文
化
的
に
ど
れ
ほ
ど
の
価

値
を
持
っ
て
い

る
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て

は
、
国
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
る

ま
で
あ
ま
り
気

付
い
て
い
な

か
っ
た
。
む
し

ろ
近
代
化
に
乗

り
遅
れ
た
不
便

な
ま
ち
と
い
う

マ
イ
ナ
ス
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ

人
々
も
少
な
く

な
か
っ
た
と
さ

れ
ま
す
。
そ
の

一
見
不
便
な
ま

ち
の
持
つ
本
当

の
価
値
を
改
め
て
気
付
か
せ
て
く
れ
た
の
は
、
萩
を

熱
心
に
訪
れ
て
く
だ
さ
る
旅
行
者
や
学
者
な
ど
、
主

に
外
部
の
皆
さ
ん
か
ら
の
指
摘
で
し
た
」

　

だ
が
今
は
違
う
。「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
構
想

に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
の
主
役
は
、
紛
れ
も
な
く
一

般
の
市
民
で
あ
る
。

市
民
の
参
画
意
識
に
も
大
き
な
効
果

　

萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
構
想
は
平
成
16
年
、
萩

開
府
４
０
０
年
の
節
目
を
記
念
し
て
建
設
さ
れ
た

「
萩
博
物
館
」が
開
館
し
た
時
点
か
ら
、
実
質
的
に
ス

タ
ー
ト
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
構
想
が
具
体
化

し
始
め
た
の
は
、
そ
れ
以
前
の
平
成
14
年
、
国
交
省

の
補
助
事
業「
ま
ち
づ
く
り
総
合
支
援
事
業（
現
・
ま

ち
づ
く
り
交
付
金
事
業
）」の
交
付
を
受
け
た
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

　

萩
市
で
は
当
初
、
ま
ち
づ
く
り
総
合
支
援
事
業
と

し
て
都
市
計
画
課
が
主
体
と
な
り
、
歩
道
の
整
備
や

電
線
地
中
化
、
広
場
整
備
な
ど
の
ハ
ー
ド
事
業
を
行

う
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
野
村
市
長
が

そ
こ
で
一
つ
の
決
断
を
す
る
の
だ
。

　
「
今
の
時
代
に
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
る
事
業
を

行
う
な
ら
、
行
政
主
導
の
事
業
で
あ
っ
て
は
い
け
な

い
。
市
民
の
参
加
に
よ
る
、
市
民
の
た
め
の
ま
ち
づ

く
り
に
し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
考
え
、
ま
ず
総
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合
支
援
事
業
の
担
当
部
署
を
都
市
計
画
課
か
ら
企
画

課
に
移
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
市
民
と
行
政
が
手
を
携

え
、
市
民
と
萩
市
共
に
市
全
体
の
将
来
を
考
え
る
、

ソ
フ
ト
と
ハ
ー
ド
を
兼
ね
備
え
た
総
合
的
な
協
働
事

業
と
す
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
で
す
」

　

そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物

館
」
構
想
だ
っ
た
。
萩
市
は
平
成
15
年
、
手
始
め
に

市
民
参
加
の
「
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

を
開
催
す
る
。「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
構
想
は
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
初
め
て
公
に
さ
れ
、
全
国
発
信

さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
同
年
、
総
合
支
援
事
業
の
対
象
地
区
で
あ

る「
堀
内
地
区
」「
藍
場
川
地
区
」「
浜
崎
地
区
」「
旧
松

本
村
地
区
」
の
４
地
区
代
表
の
市
民
、
商
工
会
議
所

お
よ
び
観
光
協
会
、
学
識
経
験
者
な
ど
計
30
名
に
よ

る
「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物

館
整
備
検
討
委
員
会
」
を

開
催
し
た
。

　

こ
の
う
ち
堀
内
地
区
は

武
家
屋
敷
の
並
ぶ
旧
城
下

町
地
区
、
浜
崎
地
区
は
萩

港
付
近
に
位
置
し
、
主
に

海
産
物
を
扱
う
江
戸
・
明

治
以
来
の
商
家
が
並
ぶ
地

区
だ
。
両
地
区
と
も
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
に

指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

既
に
述
べ
た
。
藍
場
川
地

区
は
松
本
川
か
ら
江
戸
時
代
に
引
か
れ
た
水
路
を
中

心
に
、
非
常
に
趣
の
あ
る
伝
統
的
町
並
み
を
今
に
残

す
地
区
で
あ
る
。
ま
た
旧
松
本
村
地
区
は
明
治
維
新

胎
動
の
思
想
的
指
導
者
と
さ
れ
る
吉
田
松
陰
の
生
家

や
松
下
村
塾
な
ど
が
あ
っ
た
地
区
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
話
し
合
い
の
中
で
町
並
み
整
備
・
保
全
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
（
道
路
の
色
か
ら
建
物
の
維

持
・
保
全
ま
で
）
が
出
た
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
そ

の
過
程
で
「
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
」の
立
ち
上
げ
が
提
言
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

萩
市
は
も
と
も
と
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
盛
ん
な

土
地
柄
で
知
ら
れ
る
。
地
域
清
掃
や
史
跡
の
維
持
・

保
全
な
ど
に
は
、
各
地
区
の
住
民
が
競
っ
て
参
加
す

る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
は
折
り
目
正
し
い
城
下

町
に
暮
ら
し
て
き
た
人
々
の
間
に
、
伝
統
的
か
つ
自

然
発
生
的
に
培
わ
れ
て
き
た
美
風
と
い
え
る
。
そ
う

し
た
市
民
の「
資
質
」を
よ
り
有
効
に
、
な
お
か
つ
自

分
た
ち
の
地
域
だ
け
で
な
く
萩
市
全
体
の
ま
ち
づ
く

り
に
生
か
す
た
め
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
参
加
の
た
め

の「
仕
組
み
」が
必
要
だ
。
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

た
め
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
立
ち
上
げ
は
、
そ
の
格
好
の

方
法
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
平
成
16
年
６
月
に
誕
生
し
た「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
萩

ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
は
現
在
、
萩
博
物
館
の
管
理
・

運
営
・
企
画
を
受
託
す
る
と
と
も
に
、
博
物
館
内
の

レ
ス
ト
ラ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
の
経
営
を
行
い
、
さ
ら
に

萩
市
の
都
市
遺
産
の
再
発
見
・
情
報
管
理
・
活
用
な

ど
に
ま
つ
わ
る
多
彩
な
事
業
を
展
開
し
て
い
る
。

　
「
萩
城
跡
と
城
下
町
の
中
間
点
に
位
置
す
る
萩
博
物

館
は
、
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
構
想
に
と
っ
て
、
扇

の
要
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
拠
点
施
設
で
す
。
萩

博
物
館
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
『
こ
こ
が
《
ま
ち

じ
ゅ
う
》
へ
の
出
発
点
』
と
い
う
も
の
で
す
が
、
そ
こ

に
は
萩
博
物
館
で
萩
の
歴
史
の
全
貌
を
ま
ず
知
っ
て

い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら
ま
ち
へ
出
て
、
萩
の
ま
ち
じ
ゅ

う
に
今
も
残
る
歴
史
の
《
現
物
》
を
体
感
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
時
に

萩
博
物
館
は
、
ま
ち
づ
く
り
へ
の
市
民
参
画
、
協
働

事
業
の
拠
点
施
設
で
も
あ
り
ま
す
。『
Ｎ
Ｐ
Ｏ
萩
ま
ち

じ
ゅ
う
博
物
館
』
の
事
務
所
も
博
物
館
内
に
置
か
れ
、

萩
市
の
都
市
遺
産
を
守
り
育
て
、
次
世
代
に
継
承
し

て
い
く
た
め
の
総
合
的
な
中
核
施
設
な
の
で
す
」（
野

村
市
長
）。

　

萩
博
物
館
の
存
在
が
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
構
想

の
扇
の
要
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
（
会
員
数
は
現
在
１
７
７

人
）は
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
意
思
を
持
つ
す
べ

て
の
市
民
に
と
っ
て
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。

　

特
に
萩
市
の
都
市
遺
産
の
再
発
見
と
い
う
意
味
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
文
化
財
に
は
未
指
定
で
も
市

民
に
と
っ
て
は
価
値
の
あ
る「
各
地
区
の
お
宝
」を
積

極
的
に
リ
ス
ト
化
し
、
そ
れ
を
守
る
た
め
の
ワ
ン
コ

イ
ン
ト
ラ
ス
ト
運
動
で
あ
る
。
市
内
数
カ
所
の
公
共

施
設
に
募
金
箱
を
置
い
て
、
観
光
客
や
市
民
有
志
か

ら
１
０
０
円
の
信
託
金
を
募
り
、
文
化
財
未
指
定
で

あ
る
た
め
に
税
金
の
活
用
が
で
き
な
い
歴
史
的
物
件

（
例
え
ば
旧
家
の
門
）
の
修
繕
費
な
ど
に
充
て
ら
れ
て

い
る
。
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
構
想
を
通
じ
、
こ
の

よ
う
に
し
て
醸
成
・
拡
大
さ
れ
つ
つ
あ
る
市
民
の
参

画
意
識
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
だ
け
で
な
く
市
内
各
地
区

の
市
民
団
体
や
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
も
大
き
な
刺
激

を
も
た
ら
し
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
市
民
活
動
の
活

性
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

萩
市
の「
お
宝
」は
城
下
町
だ
け
で
は
な
い

　

当
初
は
歴
史
遺
産
を
核
に
展
開
さ
れ
始
め
た

「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
構
想
の
包
含
す
る
内
容

は
、
や
が
て
参
画
す
る
市
民
の
拡
充
と
と
も
に
ス

ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
く
。「
萩
市

＝
維
新
胎
動
の
地
」
と
い
う
発
想
か

ら
わ
れ
わ
れ
外
部
の
人
間
は
つ
い
、

萩
市
の
イ
メ
ー
ジ
核
を
旧
城
下
町

と
し
て
の
雰
囲
気
に
ば
か
り
求
め

る
傾
向
が
あ
る
。

　

だ
が
萩
市
に
お
け
る
旧
城
下
町

は
、
エ
リ
ア
と
し
て
広
く
な
い
。
こ

の
地
区
は
日
本
海
に
注
ぐ
阿
武
川
・

松
本
川
の
両
河
口
に
挟
ま
れ
た
三
角

州
に
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
15
年
の
１
市
２
町

４
村
に
よ
る
大
型
合
併
で
総
面
積
約
７
０
０
㎢
と
な

り
、
山
口
県
の
11
％
強
の
面
積
を
持
つ
に
至
っ
た
萩

市
全
域
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
ん
の
一
部
な
の
だ
。

　

萩
市
に
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
離
島
部
も
あ
れ
ば
、

萩藩の経済を支えた海産物の老舗などの遺構が並ぶ浜崎地区

世界有数の「小さな火山・笠山」。山すその夏でも涼しい風穴に集ま
る観光客。下はクロダイなど海の魚が群れることで知られる明神池

「萩まちじゅう博物館」構想の中核施設・萩博物館は大人気

市民が木戸公と親しみを込めて呼ぶ木戸孝允の生家

世界文化遺産に暫定登録された萩反射炉（幕末期に
洋式鉄製大砲を造るための試験炉として築造）
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（山口県）

中
山
間
地
域
も
多
い
。
自
然
も
人
情
も
文
化
も
多
様

だ
。
野
村
市
長
が
全
国
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

協
議
会
会
長
で
あ
る
と
同
時
に
全
国
中
山
間
地
域
振

興
対
策
協
議
会
会
長
で
あ
り
、
全
国
離
島
振
興
協
議

会
、
全
国
漁
港
漁
場
協
会
や
全
国
山
村
振
興
連
盟
な

ど
の
幹
部
で
も
あ
る
こ
と
が
そ
れ
を
如
実
に
物
語
る
。

　
「
萩
市
お
よ
び
『
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
』
構
想
の

イ
メ
ー
ジ
核
は
確
か
に
旧
城
下
町
で
あ
り
、
吉
田
松

陰
先
生
を
は
じ
め
木
戸
孝
允
公
、
伊
藤
博
文
公
、
高

杉
晋
作
な
ど
が
活
躍
し
た
維
新
胎
動
の
地
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
枠
に
は
収

ま
り
き
れ
な
い
多
様
な
自
然
が
あ
り
、
人
々
の
多
彩

な
営
み
が
あ
り
ま
す
。『
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
』
構

想
は
そ
も
そ
も
、
豊
富
な
歴
史
遺
産
を
活
用
す
る
こ

と
か
ら
発
想
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
る

程
度
の
成
果
を
見
せ
つ
つ
あ
る
現
在
、
私
は
将
来
的

に
萩
市
に
あ
る
《
人
・
モ
ノ
・
こ
と
》、
す
な
わ
ち
す

べ
て
の
風
物
を
天
然
の
展
示
物
と
と
ら
え
、
萩
市
全

域
を
屋
根
の
な
い
博
物
館
と
し
て
全
国
の
人
に
認
識

し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
と
考
え
始
め

て
お
り
ま
す
」（
野
村
市
長
）

　

萩
市
に
は
地
域
の
核
に
な
る
よ
う
な
産
業
が
こ
れ

と
い
っ
て
な
い
。
郊
外
に
あ
る
萩
焼
の
登
り
窯
を
除

け
ば
、
特
に
中
心
市
街
地
に
は
、
も
の
づ
く
り
を
象

徴
す
る
よ
う
な
も
の
は
多
く
な
い
。

　

近
代
化
に
乗
り
遅
れ
た
た
め
に
、
産
業
構
造
的
に

も「
第
一
次
産
業
か
観
光
業
し
か
な
い
」（
野
村
市
長
）

と
市
民
の
多
く
が
自
認
し
て
き
た
ま
ち
で
も
あ
る
。

産
業
が
な
い
た
め
に
若
者
た
ち
の
大
都
市
圏
へ
の
流

出
が
続
き
、
現
在
の
高
齢
化
率
は
国
の
平
均
を
大
き

く
上
回
る
約
34
％
に
も
達
し
て
い
る
。
市
域
の
多
く

を
占
め
る
中
山
間
地
域
、
沿
岸
部
、
離
島
の
高
齢
化

率
は
さ
ら
に
高
く
、
解
決
す
べ
き
地
域
の
課
題
は
少

な
く
な
い
。

　

だ
が
そ
の
代
わ
り
に
、
今
や
「
広
大
な
市
域
全
体

に
展
開
す
る
多
様
な
事
物
を
外
の
人
に
ぜ
ひ
見
て
も

ら
い
た
い
」
と
市
民
が
胸
を
張
っ
て
い
え
る
「
お
宝
」

が
満
載
の
都
市
と
し
て
、
独
自
の
存
在
感
と
輝
き
を

放
ち
始
め
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に「
萩
ま
ち
じ
ゅ

う
博
物
館
」
構
想
が
始
ま
り
、
深
化
と
同
時
に
包
含

す
る
意
味
・
意
義
が
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
す
る
に
つ
れ

顕
著
に
な
り
始
め
た
現
象
と
い
え
る
。

　

こ
れ
は
次
世
代
育
成
施
策
や
医
療
体
制
、
子
育
て

支
援
策
な
ど
、
将
来
の
萩
市
の
発
展
を
担
う
各
種
施

策
に
も
見
て
と
れ
る
。

伝
統
に
ち
な
む
人
材
育
成
、 

都
市
と
し
て
の
新
た
な
胎
動

　

中
で
も
幕
末
期
に
人
材
の
宝
庫
と
う
た
わ
れ
た
萩

ら
し
く
、
次
世
代
育
成
施
策
に
お
い
て「
長
州
フ
ァ
イ

ブ
ジ
ュ
ニ
ア
語
学
研
修
」
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
事
業
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　
「
長
州
フ
ァ
イ
ブ
」
と
は
幕
末
期
、
鎖
国
体
制
を
続

け
る
幕
府
に
無
断
で
英
国
留
学
を
果
た
し
た
５
人
の

長
州
藩
士
を
指
し
て
、
今
も
彼
の
地
で
呼
び
慣
わ
さ

れ
て
い
る
尊
称
で
あ
る
。
地
元
萩
で
は
長
州
５
英
傑

と
表
現
さ
れ
て
き
た
こ
の
５
人
の
留
学
生
の
名
は
井

上
馨
（
後
に
明
治
政
府
初
代
の
外
務
大
臣
）、
伊
藤
博

文（
同
初
代
内
閣
総
理
大
臣
）、
井
上
勝（
同
鉄
道
庁
長

官
）、
遠
藤
謹
助
（
同
造
幣
局
長
）、
山
尾
庸
三
（
同
工

部
卿
）。

　
「『
長
州
フ
ァ
イ
ブ
ジ
ュ
ニ
ア
語
学
研
修
』
は
平
成
18

年
度
か
ら
始
め
た
事
業
で
す
。
長
州
フ
ァ
イ
ブ
に
ち

な
ん
で
５
人
の
中
学
生
を
公
募
し
、
ロ
ン
ド
ン
大
学

の
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で
語
学
研
修
を
受
け
て
も
ら
い

ま
し
た
。
こ
の
事
業
の
財
源
は
市
民
か
ら
の
篤
志
で

ま
か
な
っ
て
お
り
、
今
年
の
夏
で
４
回
目
を
迎
え
ま

し
た
」（
野
村
市
長
）

　

市
民
か
ら
の
篤
志
で
次
代
を
背
負
う
べ
き
頭
の
柔

軟
な
中
学
生
を
イ
ギ
リ
ス
に
派
遣
す
る
と
い
う
同
事

業
は
、
い
か
に
も
萩
市
に
ふ
さ
わ
し
い
。
幕
末
期
の

長
州
フ
ァ
イ
ブ
の
留
学
は
密
航
で
あ
り
、
平
成
の
長

州
フ
ァ
イ
ブ
ジ
ュ
ニ
ア
た
ち
は
公
的
派
遣
で
あ
る
と

い
う
違
い
は
あ
る
。
だ
が
前
者
が
改
革
の
実
現
を
夢

見
る
幕
末
期
の
萩
の
人
々
の
寄
付
で
行
わ
れ
、
後
者

も
ま
た
萩
市
民
の
篤
志
に
よ
り
実
現
し
た
事
業
だ
と

い
う
共
通
点
が
あ
る
。
幕
末
期
の
長
州
フ
ァ
イ
ブ
の

留
学
に
し
て
も
、
藩
の
正
式
な
許
可
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
若
者
た
ち
の
熱
意
を
藩
は
最
終
的
に
「
非
公

式
」
な
が
ら
認
め
て
い
る
。
長
州
＝
萩
の
人
々
の
次
世

代
に
期
待
す
る
思
い
の
強
さ
は
共
通
し
て
い
る
の
だ
。

　
「
幕
末
期
の
長
州
フ
ァ
イ
ブ
の
英
国
留
学
は
、
高

杉
晋
作
な
ど
が
ア
ヘ
ン
戦
争
渦
中
の
上
海
の
事
情
を

つ
ぶ
さ
に
見
聞
し
た
報
告
を
受
け
、
単
な
る
攘
夷
思

想
で
は
国
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
と
い
う
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
思
い
か
ら
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
独
立

の
維
持
の
た
め
に
は
挙
国
一
致
体
制
の
下
、
ま
ず
外

国
の
事
情
を
勉
強
し
、
取
り
入
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
は

取
り
入
れ
る
柔
軟
な
姿
勢
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と

を
骨
身
に
染
み
て
感
じ
て
い
た
の
で
す
。
平
成
の
長

州
フ
ァ
イ
ブ
ジ
ュ
ニ
ア
た
ち
の
イ
ギ
リ
ス
派
遣
事
業

に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
果
を
急
ぐ
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
と
に
か
く
中
学
生
と
い
う
多
感
な
時
期
に
、

柔
ら
か
な
頭
で
外
国
の
風
物
・
人
情
に
触
れ
る
こ
と

は
、
後
に
必
ず
何
ら
か
の
良
い
影
響
を
参
加
者
に
与

え
る
は
ず
で
す
。
そ
ん
な
彼
ら
が
果
た
し
て
大
人
に

な
っ
て
も
萩
に
ず
っ
と
い
て
く
れ
る
か
否
か
は
問
い

ま
せ
ん
」（
野
村
市
長
）

　
「
萩
ま
ち
じ
ゅ
う
博
物
館
」
構
想
が
ス
タ
ー
ト
し
て

以
来
、
地
元
萩
市
に
対
す
る
市
民
の
参
画
意
識
が
大

き
く
変
わ
り
始
め
、
幕
末
期
の
志
士
の
再
来
が
期
待

さ
れ
る
次
世
代
の
イ
ギ
リ
ス
語
学
研
修
が
始
ま
っ
た
。

時
を
同
じ
く
し
て
、
平
成
18
年
度
に
は
九
州
各
地
の

自
治
体
（
北
九
州
市
、
唐
津
市
、
長
崎
市
、
大
牟
田

市
、
荒
尾
市
、
宇
城
市
、
鹿
児
島
市
）か
ら
の
呼
び
掛

け
に
応
じ
、
下
関
市
と
と
も
に
萩
市
は
世
界
遺
産
へ

の
登
録
を
目
指
す「
九
州
・
山
口
の
近
代
化
産
業
遺
産

群
」（
萩
市
の
近
代
化
遺
産
と
し
て
は
萩
反
射
炉
、
恵

美
須
ヶ
鼻
造
船
所
跡
な
ど
）に
参
加
し
、
暫
定
一
覧
表

に
登
録
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

そ
し
て
折
し
も
今
年
度
は
、
維
新
胎
動
の
始
祖
と

さ
れ
る
吉
田
松
陰
生
誕
１
８
０
年
の
節
目
を
記
念
し
、

萩
市
内
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。　

明
治
維
新
以
来
、
市
民
自
ら「
あ
ま
り
大
き
く
動
く
こ

と
が
な
く
、
太
平
の
眠
り
に
埋
没
し
か
け
て
い
た
」
と

自
認
す
る
萩
市
に
、
未
来
に
向
け
て
の
新
た
な
胎
動

が
始
ま
っ
た
︱
︱
。
そ
ん
な
印
象
を
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
取
材
で
あ
っ
た
。

�

（
取
材
・
文　

遠
藤　

隆
）

毛利氏の伝統を受け継ぐ萩大名行列などが人気の萩時代まつり 萩商港から船で20分の最も近い離島・大島

旧長州藩の俊英たちを育てた藩校・明倫館の遺構を生かした明倫小学校明治維新の原動力となった俊英をはぐくんだ松下村塾の教場
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