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野
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勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力  山口県長門市

行
政
と
市
民
、

そ
れ
ぞ
れ
の
危
機
感
が

ま
ち
を
動
か
し
始
め
た

山
口
県
長
門
市

広
が
る
美
し
い
森
と
海
、
恵
ま
れ
た
食
、
温
泉
。

山
口
県
長
門
市
は
自
然
の
恩
恵
の
も
と
、

こ
れ
ま
で
日
常
の
営
み
を
重
ね
て
き
た
。

そ
の
豊
か
さ
の
陰
で
進
行
し
て
い
た

時
代
の
流
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
、

行
政
、
民
間
の
双
方
か
ら
風
が
吹
き
始
め
た
。

山口県長門市の「北長門海岸国定公園」内、標高
333 メートルの高台に草原が広がり、日本海の美し
い景色が望める「千

せんじょうじき

畳敷」。長門市内の海岸線の全て
が国定公園に含まれており、風光明

めい

媚
び

な眺めが続く。



10NICHIGIN 2023 NO.75

流
れ
る
時
代
を
受
け
止
め

動
き
だ
し
た
行
政
と
市
民

　

山
口
県
北
西
部
、
日
本
海
に
面
し

て
東
西
に
広
が
る
長
門
市
は
、
人
口
約

三
万
一
〇
〇
〇
人
を
有
す
る
。
一
帯
の

歴
史
は
、
七
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
長

門
国
が
礎
。
北
長
門
海
岸
国
定
公
園
に

指
定
さ
れ
た
沿
岸
部
は
自
然
が
織
り
な

す
美
し
い
景
色
が
続
き
、
油ゆ

や谷
湾
、
深

川
湾
、
仙
崎
湾
と
、
山
陰
地
方
で
は
数

少
な
い
湾
が
三
カ
所
に
あ
る
こ
と
か
ら

漁
港
と
し
て
、そ
の
昔
は
北き

た
ま
え
ぶ
ね

前
船
（
注
１
）

の
寄
港
地
と
し
て
も
賑に

ぎ
わ
っ
て
き
た
。

　

立
地
を
活
か
し
た
漁
業
、
市
面
積
の

約
七
割
を
占
め
る
森
を
舞
台
と
す
る
林

業
、
米
づ
く
り
を
中
心
と
し
た
農
業
、

こ
れ
ら
第
一
次
産
業
が
経
済
の
要
。
加

え
て
、
古
く
か
ら
続
く
温
泉
郷
が
五
地

域
あ
る
な
ど
、
観
光
地
と
し
て
も
長
い

歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

近
年
は
人
口
の
減
少
や
住
民
の
高
齢
化

が
進
ん
で
い
る
。

　

東
京
で
の
大
手
銀
行
勤
務
を
経
た
後

に
帰
郷
し
、
二
〇
一
七
年
に
長
門
市
議

会
議
員
、
二
〇
一
九
年
か
ら
は
市
長
を

務
め
る
江
原
達
也
氏
は
、
地

域
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

　
「
長
門
市
は
豊
か
な
自
然

と
と
も
に
お
い
し
い
食
に
恵

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
に
あ
る

普
通
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
、

多
く
の
人
は
外
に
出
て
は
じ

め
て
魅
力
に
気
付
く
。
人
の

気
質
は
お
お
ら
か
で
や
さ
し

い
一
方
、
将
来
へ
の
危
機
感
は
薄
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
東
京
で
も
地
元
紙
を

購
読
し
て
故
郷
に
思
い
を
寄
せ
て
い
ま

し
た
が
、
帰
る
た
び
に
過
疎

化
が
進
ん
で
い
る
の
が
気
が

か
り
で
し
た
」

　

江
原
氏
が
市
長
就
任
後
に

真
っ
先
に
手
掛
け
た
の
は
、

高
齢
者
が
通
院
や
買
い
物
の

際
に
頼
れ
る
デ
マ
ン
ド
交
通

（
注
２
）
の
導
入
だ
。
自
宅
か

ら
市
内
の
主
要
な
場
所
へ
の

移
動
な
ど
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

に
応
じ
て
稼
働
し
て
い
る
。

ま
た
、
量
販
店
の
協
力
を
得

て
郊
外
へ
と
赴
く
移
動
販
売

車
の
サ
ー
ビ
ス
も
始
ま
っ

た
。
若
い
世
代
に
向
け
て
は
、

働
く
場
所
の
確
保
に
重
き
を

置
い
て
い
る
と
江
原
氏
は
話
す
。

　
「
人
口
減
少
対
策
で
肝
心
な
の
は
、
い

か
に
子
育
て
世
代
に
選
ば
れ
る
ま
ち
を

つ
く
っ
て
い
く
か
。
そ
の
た
め
に
は
魅

力
的
な
働
く
場
所
の
選
択
肢
を
増
や
す

必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
市
の
規
模
を
考

え
れ
ば
、
外
の
方
々
の
力
を
借
り
る
こ

と
も
大
切
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

例
え
ば
農
業
で
は
、
耕
作
放
棄
地
を

活
用
し
有
機
農
法
を
手
掛
け
る
大
手
企

業
を
誘
致
。
有
機
農
法
は
土
づ
く
り
を

要
す
る
が
、
耕
作
放
棄
地
な
ら
転
用
が

容
易
と
い
う
発
想
だ
。
二
〇
二
三
年
三

月
に
は
中
国
地
方
初
の
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ

ク
ビ
レ
ッ
ジ
」
を
宣
言
し
、
今
後
の

姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
効
率
的
な
ス

マ
ー
ト
農
業
化
な
ど
を
含
め
、
後
継

者
の
背
中
を
押
す
取
り
組
み
も
展
開

さ
れ
て
い
る
。

わど

しぶき
ながとゆもと

いたもち ながとみすみいがみ

ひとまる

ながと
ふるいち

せんざき
きわど

ながとし

美祢市

日本海

下関市

萩市

福岡県
瀬戸内海

油谷湾

仙崎湾

関門橋

191

491

山陽新幹線

山陽自動車道

中国自動車道

山
陰
本
線

九
州
自
動
車
道

山口宇部空港

しものせき

長門市

美
祢
線

あさ 山
口
宇
部
道
路

山陽自動車道

山口JCT

宇部JCT

下関JCT

門司IC

深川湾

191

2
下関IC

関門自動車道

「
市
民
の
小
さ
な
声
も
き
ち
ん
と
拾
い
、
形
と
し
て
残
る
も
の
に
と

ら
わ
れ
ず
、
デ
マ
ン
ド
交
通
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
面
の
充
実
を
進
め
て

い
き
た
い
」
と
話
す
、
長
門
市
長
の
江
原
達
也
氏
。
背
景
は
、
多
く

を
森
の
緑
が
占
め
る
市
域
の
航
空
写
真
。

（注１）�江戸時代から明治時代に、大阪から下関を経て北海道に至る「西廻り」
航路に従事した日本海側に船籍を持つ海運船。

（注２）�あらかじめ決まった時間帯に決まった停留所を回るのではなく、予約
を入れて指定された時間に指定された場所へ送迎する交通サービス。

豊
か
な
海
の
恵
み
を
活
か
し
、
室
町
時
代
か
ら
続
く
製
塩
法
「
天
地

返
し
」
の
技
法
を
用
い
る
油
谷
地
区
の
「
百
姓
庵
」
で
は
、
海
水
に

近
い
ミ
ネ
ラ
ル
バ
ラ
ン
ス
の
塩
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
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石せ
き
お
く屋
真し
ん
り
ょ
う梁
禅
師
が
一
四
一
〇
年
に
開
創
し
た
大た
い
ね
い寧
寺じ

は
、
か
つ
て
「
西
の
高
野
」
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
隆
盛
を

誇
っ
た
。
第
三
世
住
職
の
定
庵
禅
師
が
住
吉
の
大
明
神

の
導
き
で
長
門
湯
本
温
泉
の
恩お
ん
と
う湯

を
発
見
し
た
と
い
わ

れ
、
現
在
も
湯
源
は
寺
が
所
有
す
る
。

江戸時代後期に、長州藩の藩政改革を指導し
た村田清風旧宅「三隅山荘」。隣接する「村
田清風記念館」では、清風やその遺志を引き
継いだ周

す ふ

布政
まさ

之
の

助
すけ

の功績が展示されている。

長門湯本温泉を流れる音
おとずれがわ

信川には複数
の川床が設けられ、散策の際の憩いの
場になっている。

　

漁
業
で
は
も
と
も

と
、
ト
ラ
フ
グ
を
は

じ
め
と
し
た
養
殖
業

が
盛
ん
だ
っ
た
が
、

ア
ワ
ビ
の
中
間
育
成
、

赤
ウ
ニ
の
養
殖
な
ど

あ
ら
た
な
事
業
も
手

掛
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
林
業
で
は

環
境
保
全
を
考
え
つ
つ
採
算
を
得
る
、

持
続
可
能
な
「
自
伐
型
林
業
（
注
３
）」

が
広
が
り
つ
つ
あ
る
。

　

ま
た
各
地
で
同
時
多
発
的
に
、
市
民

が
ま
ち
を
思
い
な
が
ら
動
き
始
め
て
い

る
の
が
興
味
深
い
。

　
「
例
え
ば
商
店
街
や
各
地
域
の
活
性

化
は
、
行
政
で
は
な
く
民
間
が
リ
ー
ド

す
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

行
政
は
環
境
整
備
等
で
サ
ポ
ー
ト
に
注

力
す
る
。
そ
う
い
う
流
れ
が
、
長
門
市

の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
生
ま
れ
て
い
ま
す
」

公
と
民
が
総
力
を
尽
く
し 

生
ま
れ
変
わ
っ
た
温
泉
郷

　

組
織
作
り
と
地
域
の
活
性
化
に
お
い

て
全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
、
室
町

時
代
か
ら
続
く
長
門
湯
本
温
泉
だ
。
山

口
県
最
古
の
温
泉
郷
と
し
て
栄
え
、
昭

和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
に
は
年
間

三
九
万
人
の
宿
泊
客
を
数
え
た
が
、
そ

の
後
は
右
肩
下
が
り
を
続
け
、
平
成
の

終
わ
り
に
は
半
減
し
た
。

　
「
宴
会
や
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
団
体
客
に

向
け
た
楽
し
み
が
、
昭
和
の
日
本
の
温

泉
旅
館
の
主
役
。
し
か
し
な
が
ら
旅
の

ス
タ
イ
ル
が
徐
々
に
団
体
か
ら
個
人
へ
、

周
遊
か
ら
滞
在
型
へ
と
変
わ
る
中
、
長

門
湯
本
温
泉
は
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
」

　

そ
う
振
り
返
る
の
は
、
Ｄ
Ｍ
Ｏ
（
注

４
）、
ロ
ー
カ
ル
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
、
地
域

振
興
の
機
能
を
掲
げ
て
二
〇
二
〇
年
に

設
立
さ
れ
た
「
長
門
湯
本
温
泉
ま
ち
株

式
会
社
」
の
エ
リ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・

木
村
隼よ

し

斗と

氏
だ
。
木
村
氏
は
二
〇
一
五

年
、
地
方
創
生
人
材
支
援
制
度
で
経
済

産
業
省
か
ら
長
門
市
に
出
向
し
て
以
来
、

地
域
の
経
済
観
光
事
業
に
広
く
関
わ
っ

て
き
た
。

　

そ
ん
な
長
門
湯
本
温
泉
は
二
〇
一
四

年
、老
舗
旅
館
が
廃
業
し
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
転
機
を
迎
え
た
。
市
が
買
い
取

り
解
体
を
進
め
た
跡
地
に「
星
野
リ
ゾ
ー

ト
」
の
施
設
を
誘
致
す
る
敷
地
単
位
の

再
生
だ
け
で
な
く
、
温
泉
街
全
体
の「
面

的
再
生
」
を
目
指
す
「
長
門
湯
本
観
光

ま
ち
づ
く
り
計
画
」
を
二
〇
一
六
年
に

策
定
。
人
気
温
泉
地
ラ
ン
キ
ン
グ
ト
ッ

プ
10
入
り
を
目
指
す
「
長
門
湯
本
み
ら

い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　
「
皆
が
危
機
感
を
共
有
し
て
い
ま
し

た
が
、
代
わ
り
と
な
る
施
設
の
誘
致

だ
け
で
は
点
の
再
生
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
関
係
者
が
意
見
交
換
を
重
ね
、

公
共
財
で
あ
る
温
泉
街
に
て
こ
入
れ

を
し
て
宿
泊
客
の
満
足
度
を
上
げ
る
、

面
的
な
整
備
が
必
要
だ
と
い
う
考
え

に
至
り
ま
し
た
」

　

景
観
や
文
化
体
験
、
回
遊
性
な
ど
が

あ
た
ら
し
い
温
泉
街
の
要
素
と
し
て
掲

げ
ら
れ
、
後
に
「
長
門
モ
デ
ル
」
と
も

い
わ
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
進
む
。

　
「
専
門
家
や
行
政
の
担
当
者
、
地
元

の
若
手
が
課
題
へ
の
具
体
的
な
解
決
策

を
提
案
す
る
『
デ
ザ
イ
ン
会
議
』
と
、

市
長
や
旅
館
組
合
な
ど
の
関
係
団
体
の

重
鎮
が
オ
ー
プ
ン
な
形
で
議
論
を
し
て

意
思
決
定
す
る
『
推
進
会
議
』。
そ
の

双
方
が
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
事
業
を
進

め
て
い
く
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
柱

で
し
た
」

　

ほ
か
に
も
地
域
住
民
と
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
社
会
実
験
が
何
度
も
開
か

「
地
域
の
多
様
性
や
地
元
の
人
が
大
切
に
思
う
こ
と
に

寄
り
添
う
よ
う
な
旅
の
在
り
方
を
伝
え
た
い
」
と
話
す
、

長
門
湯
本
温
泉
ま
ち
（
株
） 

エ
リ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の

木
村
隼
斗
氏
。

山口県長門市地域の底力

（注3）�採算性と環境保持を両立するために、森林の経営や管理等を山林保
有者や地域が自ら行う林業。

（注4）�Destination�Management�Organization（デスティネーション・マネージ
メント・オーガニゼーション）の頭文字の略。観光地域づくり法人。
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れ
、
温
泉
街
の
散
策
に
関
わ
る
道
路
や

川
床
と
い
っ
た
公
共
の
場
所
は
市
や
山

口
県
と
の
調
整
が
重
ね
ら
れ
る
。
店
舗

な
ど
各
所
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
地

域
住
民
だ
け
で
は
な
く
学
生
た
ち
も
参

加
し
た
。
周
囲
を
広
く
巻
き
込
ん
だ
動

き
を
、
木
村
氏
は
「
公
民
総
力
戦
」
と

表
現
す
る
。

　
「
関
係
者
の
思
い
が
深
ま
り
、
新
規

の
店
舗
や
事
業
が
生
ま
れ
る
ケ
ー
ス
も

多
々
見
ら
れ
ま
し
た
。
各
旅
館
の
皆
さ

ん
が
自
ら
リ
ス
ク
を
負
っ
て
投
資
す
る

な
ど
、
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
で
き
る

土
壌
が
あ
る
こ
と
に
惹ひ

か
れ
た
自
分
も
、

大
き
く
巻
き
込
ま
れ
た
ひ
と
り
で
す
」　

そ
う
笑
う
木
村
氏
は
、
二
〇
一
九
年
に

経
済
産
業
省
を
退
職
し
て
現
職
に
至
る
。

　

竹
林
が
囲
む
階
段
や
川
床
の
飛
び
石

と
い
っ
た
景
観
が
整
っ
た
二
〇
二
〇
年
、

星
野
リ
ゾ
ー
ト
の
新
規
温
泉
ホ
テ
ル
が

オ
ー
プ
ン
。
さ
ら
に
は
、
老
朽
化
し
て

い
た
外
湯
「
恩お

ん
と
う湯

」
が
、
モ
ダ
ン
に
生

ま
れ
変
わ
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
最
中
で

は
あ
っ
た
が
、
関
係
者
の
展
望
は
明
る

か
っ
た
と
木
村
氏
は
話
す
。

　
「
皆
が
見
据
え
て
い
る
の
は
、二
〇
年
、

三
〇
年
先
。未
曽
有
の
事
態
で
あ
っ
て
も

永
遠
に
続
く
わ
け
で
は
な
い
と
、前
向
き

だ
っ
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
」

　

よ
り
多
く
の
若
い
世
代
が
関
わ
り
始

め
た
現
在
も
、「
み
ら
い
」
に
向
け
た
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
歩
み
を
続
け
る
。

多
く
の
人
の
心
に
響
く 

森
が
支
え
る
木
育
活
動

　

長
門
市
で
は
二
〇
一
七
年
に
、
行
政

と
民
間
が
連
携
し
て
森
林
資
源
を
活
か

し
、
木
育
を
推
進
す
る
「
ウ
ッ
ド
ス

タ
ー
ト
」
を
宣
言
。
そ
の
流
れ
か
ら

二
〇
一
八
年
に
誕
生
し
た
「
長
門
お
も

ち
ゃ
美
術
館
」
も
、
話
題
を
集
め
る
存

在
だ
。
木
製
の
お
も
ち
ゃ
の
展
示
販
売

に
加
え
、
地
元
の
木
材
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
っ
た
広
々
と
し
た
空
間
が
設
け
ら

れ
、
子
ど
も
た
ち
は
木
の
や
さ
し
い
質

感
に
ふ
れ
な
が
ら
遊
ぶ
こ
と
が
で
き

る
。
美
術
館
は
仙
崎
湾
に
面
し
、
湾
を

巡
る
「
キ
ッ
ズ
ク
ル
ー
ズ
船
『
弁
天
』」

も
注
目
の
的
だ
。

　

運
営
を
担
う
の
は
、
二
〇
一
六
年
か

ら
木
育
を
進
め
て
き
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

人
と
木
」。
理
事
長
の
岩
本
美
枝
氏
に

背
景
を
伺
っ
た
。

　
「
裏
山
に
行
っ
た
り
、
海
に
潜
っ
た

り
と
、
長
門
の
子
ど
も
に
と
っ
て
昔
は

普
通
だ
っ
た
遊
び
が
今
は
容
易
に
は
で

き
ま
せ
ん
か
ら
、
機
会
を
つ
く
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
た
だ
木
を
切
る
だ
け
で
も
、
経
験

の
な
い
子
ど
も
に
と
っ
て
は
面
白
い
ん

で
す
。
さ
ら
に
は
美
術
館
を
木
育
の
拠

点
と
し
て
、
地
域
活
性
化

に
つ
な
げ
る
の
も
私
た
ち

の
目
的
の
一
つ
で
す
」

　

森
林
散
策
や
伐
採
の
見

学
、
専
門
家
の
力
を
借
り

た
お
も
ち
ゃ
の
製
作
と

い
っ
た
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
展
開
な
ど
、
木
育
の
場

は
美
術
館
の
外
に
も
及
ぶ
。

な
お
か
つ
、
木
育
の
恵
み

は
子
ど
も
だ
け
で
は
な
く
、
美
術
館
で

お
も
ち
ゃ
の
遊
び
方
を
伝
え
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
「
お
も
ち
ゃ
学
芸
員
」

な
ど
高
齢
者
の
心
に
も
温
も
り
を
も
た

ら
し
て
い
た
。

　
「
現
在
一
五
七
名
い
る
学
芸
員
の
多

数百本の竹林が両脇を彩る
石段は夜間にライトアップ
され、温泉街のそぞろ歩き
に風情をもたらす。

「
お
も
ち
ゃ
美
術
館
」
は
二
〇
二
三
年
の
時
点
で
全
国
に

一
二
館
あ
り
、
長
門
の
施
設
は
二
〇
一
八
年
に
誕
生
し

た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
子
ど
も
た
ち
が
つ
く
っ
た
、

四
〇
〇
〇
個
以
上
の
木
製
の
卵
で
遊
べ
る
「
木
の
た
ま

ご
プ
ー
ル
」
を
は
じ
め
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
あ
ふ
れ

る
積
み
木
が
多
数
。
木
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
じ
て
、
木

に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
空
間
。

外湯が楽しめる恩湯は源泉が岩板
から湧き出る場所に立ち、浴槽の
足元からも直接温泉が湧き出る、
全国でも希少なつくり。

（か）環境を守る、（き）木の文化を伝える、（く）暮らしに木
を取り入れる、（け）経済を活性化させる、（こ）子どもの心
を豊かにする。これら5項目を木

もくいく

育の「かきくけこ」として、
岩本美枝氏が理事長を務める「NPO 法人 人と木」は活動
の輪を広げ続ける。岩本氏が手をかけているのは、木製
の観光船を再生させた小さなキッズクルーズ船「弁天」。
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く
は
退
職
さ
れ
た
高
齢
者
で
、
あ
ら
た

な
生
き
が
い
と
さ
れ
て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
市
の
高
齢
福
祉
課

の
協
力
に
よ
り
高
齢
者
向
け
の
ア
ク

テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
も
開
催
し
て
い
ま
す

が
、
お
も
ち
ゃ
は
世
代
を
超
え
て
喜
ん

で
い
た
だ
け
る
魅
力
が
あ
り
ま
す
」

　

ほ
か
に
も
障
害
者
向
け
の
事
業
、
林

業
の
従
事
者
と
の
連
携
、
建
設
会
社
や

工
務
店
で
の
大
人
向
け
の
研
修
な
ど
、

木
育
を
軸
と
し
た
活
動
は
実
に
多
彩
に

広
が
り
続
け
て
い
る
。

　
「
幼
稚
園
や
学
校
が
減
り
、
ま
ち
が

だ
ん
だ
ん
寂
れ
て
い
く
の
を
皆
が
目
の

当
た
り
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で

は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
を
、
多
く
の

人
が
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
」子

ど
も
た
ち
が
誇
れ
る 

焼
き
鳥
の
ま
ち
を
目
指
す

　

日
本
有
数
の
専
門
組
合
が
あ
る
ほ
ど

養
鶏
業
が
盛
ん

な
の
も
長
門
市

の
特
徴
だ
。
新

鮮
な
鶏
肉
を
仕

入
れ
や
す
い
た

め
、
い
つ
し
か

人
口
一
万
人

当
た
り
の
焼
き

鳥
店
の
数
が
全

国
ト
ッ
プ
ク
ラ

ス
に
。
現
在
は

二
五
軒
以
上
を

数
え
、
ま
ち
お
こ
し
の
起
爆
剤
に
な
っ

て
い
る
と
話
す
の
は
、「
長
門
や
き
と

り
横
丁
連
絡
協
議
会
」
会
長
の
青
村
雅

子
氏
だ
。
長
門
湯
本
温
泉
の
店
舗
を
含

め
て
四
軒
の
飲
食
店
を
営
む
「
株
式
会

社
Ｈホ

ー

ミ

ー

ｏ
ｍ
ｅ
ｙ
」
の
代
表
取
締
役
で
も

あ
る
。

　

朝
び
き
の
鶏
肉
を
使
う
焼
き
鳥
は
、

あ
っ
さ
り
と
し
た
た
れ
や
塩
味
で
調
味

す
る
の
が
長
門
流
。
市
民
に
と
っ
て
外

食
の
定
番
だ
が
、
一
方
で
人
手
不
足
が

深
刻
な
課
題
だ
と
青
村
氏
は
い
う
。

　
「
市
内
に
大
学
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、

ア
ル
バ
イ
ト
の
な
り
手
が
少
な
い
。
若

い
世
代
は
、
利
便
性
の
高
い
大
き
な
ま

ち
に
行
っ
て
し
ま
う
。
次
世
代
に
つ
な

ぐ
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
焼
き
鳥

を
ま
ち
の
誇
り
に
思
え
る
状
況
を
育
て

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

そ
の
一
環
と
し
て
小
中
学
校
で
行
わ

れ
る
の
が
、
協
議
会
メ
ン
バ
ー
の
指
南

の
も
と
、
七
輪
で
炭
を
お
こ
す
と
こ
ろ

か
ら
始
め
る
「
焼
き
鳥
教
育
」
だ
。
さ

ら
に
は
、
福
岡
県
久
留
米
市
を
は
じ
め

焼
き
鳥
店
の
多
い
地
域
と
も
積
極
的
に

手
を
取
り
合
い
、
全
国
的
な
焼
き
鳥
の

イ
ベ
ン
ト
を
長
門
市
で
開
催
す
べ
く
尽

力
し
て
き
た
。

　
「
姉
妹
都
市
の
ロ
シ
ア
連
邦
ソ
チ
市
の

ほ
か
モ
ス
ク
ワ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
、
海

外
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
こ
と
も
あ

仙崎地区の海沿いにある道の
駅「センザキッチン」には、
新鮮な魚介類や特産品の販売、
10 軒以上の飲食店を目当てに
多くの人が訪れる。長門おも
ちゃ美術館は、このセンザキッ
チンの敷地内に位置する。

上／コロナ禍による売り上げ減少への対策として
作成されたマップ「# 飯友ながと」は、テイクア
ウトの対応を含めた市内の飲食店情報を網羅して
いる。左／地産地消を目指し炭焼きに取り組む、

「やきとりっちゃコール」プロジェクトの皆さん。
右から 3 番目が青村氏。

上／写真の「ちくぜん総本店」、長門湯本温泉恩湯
の飲食棟「恩湯食」を含め、市内で 4 軒の飲食店を
営む（株）Homey 代表取締役の青村雅子氏。青村
氏の実家は代々、大寧寺の寺侍として温泉の管理を
担ってきた。

下／鶏肉のおいしさが際立つ長
門市の焼き鳥はそのままでもう
まいが、地元では一味・七味唐
辛子に加えガーリックパウダー
を薬味として使う人が多い。

北長門海岸国定公園内、石
柱や奇岩が美しい絵を描
く「青

おお

海
み

島
じま

」は、観光遊
覧船で巡ることができる。
遊覧船の基点でもある仙
崎漁港は、下関漁港に次
ぐ山口県内 2 位の漁獲量
を誇る。
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り
ま
す
。
焼
き
鳥
を
介
し
て
、
長
門
に

い
て
も
国
内
各
地
や
世
界
と
つ
な
が
れ

る
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い

き
た
い
で
す
ね
」

　

加
え
て
現
在
、
協
議
会
で
は
林
業
事

業
者
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
質
の
高
い

炭
の
生
産
開
発
に
も
挑
ん
で
い
る
。先
々

目
指
す
の
は
、
調
理
後
の
灰
を
山
や
畑

に
返
す
循
環
型
の
し
く
み
だ
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
困
難
な
時
期
は
、
焼
き

鳥
店
だ
け
で
な
く
市
内
の
飲
食
店
が
一

つ
に
な
っ
た
。
当
時
、
長
門
料
飲
組
合

長
だ
っ
た
青
村
氏
が
中
心
と
な
り
、
テ

イ
ク
ア
ウ
ト
の
マ
ッ
プ
「
♯
飯め

し
と
も友

な
が

と
」
を
作
成
し
た
と
い
う
。

　
「
こ
れ
ま
で
ご
縁
の
な
か
っ
た
飲
食

店
さ
ん
と
の
つ
な
が
り
が
生
ま
れ
た
り
、

給
付
金
や
融
資
の
情
報
を
ご
存
じ
な
い

方
の
お
力
に
な
っ
た
り
と
、
飲
食
店
の

絆
が
深
ま
り
ま
し
た
。
小
さ
い
ま
ち
だ

か
ら
、
皆
さ
ん
の
距
離
が
近
い
。
行
政

に
対
し
て
も
声
が
通
り
や
す
く
相
談
し

や
す
い
の
が
、
長
門
の
良
さ
だ
と
思
い

ま
す
」棚

田
の
再
生
を
願
う 

住
民
の
取
り
組
み

　

長
門
市
を
巡
り
な
が
ら
、
幾
度
と
な

く
感
銘
を
受
け
た
の
は
日
本
海
を
望
む

景
色
の
美
し
さ
だ
。「
つ
な
ぐ
棚た

な

田だ

遺
産
」

の
一
つ
、
油ゆ

や谷
後

う
し
ろ

畑ば
た

地
区
の
東
後
畑
棚

田
で
も
、
海
の
青
に
彩
ら
れ
た
景
観
に

魅
了
さ
れ
た
。

　

同
地
区
に
あ
る
「
棚
田
の
花は

な
だ
ん段

」
を

舞
台
に
N
P
O
法
人
ゆ
や
棚
田
景
観
保

存
会
と
と
も
に
活
動
を
し
て
い
る
の
が

「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
会
社 

う
み
」
を
運

営
す
る
兵
庫
県
出
身
の
田
島
大だ

い
幹き

氏
だ
。

自
給
自
足
に
興
味
を
持
っ
た
の
が
き
っ

か
け
で
、
二
〇
一
六
年
に
移
住
し
た
。

　
「
自
給
自
足
は
、
個
で
終
わ
っ
て
し
ま

う
。
今
は
視
野
を
広
げ
て
、
地
域
を
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
話
す
田

島
氏
は
現
在
「
油
谷
青
少
年
自
然
の
家
」

で
自
然
体
験
を
介
し
た
子
ど
も
た
ち
の

教
育
に
勤
し
む
。
そ
の
一
方
で
、
週
末

は
棚
田
の
花
段
の
広
場
な
ど
で
、
キ
ッ

チ
ン
カ
ー
の
ジ
ェ
ラ
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ「
む

か
つ
く
」
を
営
業
。
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ

る
店
名
は
、
地
名
の
向む

か

津つ

く具
半
島
に
由

来
す
る
。

　

活
動
の
拠
点
は
平
成
の
半
ば
に
廃
校

と
な
っ
た
小
学
校
跡
で
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト

の
製
造
は
キ
ッ
チ
ン
が
あ
る
保
育
園

跡
を
活
用
。
本
来
の
目
的
を
終
え
て

市
が
管
理
し
て
い
た
建
物
を
再
利
用

し
て
い
る
。

　
「
こ
ん
な
に
美
し
い
景
色
が
広
が
る

の
に
地
元
の
人
が
日
常
的
に
訪
れ
る
場

所
で
は
な
く
、
オ
ー
プ
ン
当
初
は
来
客

数
の
少
な
さ
を
不
安
に
思
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。そ
こ
で
保
存
会
と
と
も
に
、

訪
れ
た
人
々
が
と
き
め
く
よ
う
な
棚

田
づ
く
り
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
ブ

ラ
ン
コ
や
ハ
ン
モ
ッ
ク
を
置
き
、
滞

在
時
間
が
長
く
な
る
工
夫
を
施
し
た

こ
と
な
ど
に
よ
り
状
況
が
少
し
ず
つ

変
わ
り
ま
し
た
」

　

特
産
品
「
長
門
ゆ
ず
き
ち
」
の
ほ
か

夕景に彩られた、東後畑棚田の景
色。季節によっては、イカ釣り船
のいさり火が海上できらめく。

「自然を守り人とつなげていくのが、
自分の課題の一つ。ゆくゆくは子ども
たちがより自然とふれあえる、あらた
な学校をつくりたいと思っています」
と話す「クリエイティブ会社うみ」の
田島大幹氏。

青空の下、海を眺めながらゆったり過ごせるブランコ。

ジェラートを販売するキッチンカー。（photo by megumi)
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地
元
の
食
材
を
使
う
ジ
ェ
ラ
ー
ト
は
、

や
が
て
ち
ま
た
の
話
題
に
。
ま
ち
な
か

で
営
業
し
て
い
た
ほ
か
の
キ
ッ
チ
ン

カ
ー
事
業
者
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、

週
末
の
棚
田
は
多
く
の
人
が
憩
う
場
に

な
っ
て
い
る
。

　
「
は
じ
め
て
来
た
け
れ
ど
、
長
門
に
こ

ん
な
良
い
場
所
が
あ
っ
た
ん
だ
、
と
い

う
方
が
増
え
て
い
ま
す
」

　

田
島
氏
は
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
勤
務
の

経
験
を
活
か
し
、
制
作
物
を
担
う
な
ど

し
て
保
存
会
の
活
動
に
も
参
画
。
ジ
ェ

ラ
ー
ト
を
目
当
て
に
こ
の
地
を
訪
れ
、

棚
田
の
保
存
に
興
味
を
持
つ
人
も
見
ら

れ
る
と
い
う
。

公
と
民
の
双
方
が
重
ね
る 

あ
ら
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ

　

二
〇
二
三
年
二
月
、
長
門
市
で
は
専

門
学
校
跡
の
建
物
を
Ｉ
Ｔ
企
業
の
シ
ェ

ア
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
再
活
用
す
る
集
積

拠
点
施
設
整
備
計
画
を
発
表
。
毛
利
家

直
轄
の
湯
治
場
だ
っ
た
俵
山
温
泉
で

は
、
若
い
世
代
の
移
住
者
を
中
心
と
し

た
活
性
化
が
耳
目
を
集
め
る
。

　
「
北
前
船
の
寄
港
地
や
歴
史
あ
る
温
泉

郷
と
し
て
昔
か
ら
人
が
行
き
来
し
て
い

た
こ
の
ま
ち
に
は
、
外
の
人
を
広
く
受

け
と
め
る
心
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

そ
う
話
す
市
長
の
江
原
氏
に
よ
れ
ば
、

前
例
や
慣
習
に
と
ら
わ
れ
が
ち
な
役
所
に

も
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

　
「
私
は
極
力
、
職
員
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
機
会
を
つ
く
る
よ
う

努
め
て
い
ま
す
。
企
業
人
で
あ
り
ま
し
た

の
で
、
民
間
の
視
点
か
ら
の
意
見
や
ス

ピ
ー
ド
感
と
変
革
意
識
の
大
切
さ
を
繰

り
返
し
語
る
中
で
、
皆
、
一
生
懸
命
考

え
な
が
ら
対
応
し
て
く
れ
て
い
ま
す
」　

　

長
門
市
を
歩
い
て
印
象
に
残
っ
た
の

は
、
ま
ち
の
未
来
を
思
う
方
々
が
行
政

と
も
連
携
し
て
立
ち
上
が
り
、
歩
み
を

進
め
る
、
い
く
つ
も
の
小
さ
な
渦
が
で

き
て
い
る
状
況
だ
っ
た
。
皆
さ
ん
の
笑

顔
を
振
り
返
り
、
地
元

出
身
の
詩
人
、
金
子
み

す
ゞ
の
詩
の
一
節
が
胸

を
よ
ぎ
る
。

　
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
、

み
ん
な
い
い
」

　

そ
れ
ぞ
れ
の
声
が
や

が
て
共
鳴
し
、
次
の
ス

テ
ー
ジ
へ
と
つ
な
が
る
、

そ
ん
な
先
々
が
思
い
描

か
れ
た
。

山口県長門市地域の底力

童謡詩人として知られる金子みすゞは、仙
崎地区の出身。長門おもちゃ美術館近くの

「金子みすゞ記念館」では、享年 26 歳で
夭
ようせい

逝したその生涯をたどれる。記念館に面
するみすゞ通りでは、モザイク画や地元の
情景画を見ることができる。

俵
山
温
泉
で
は
、
行
政
と
民
間
が
連
携
し
た
地
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
会
社
の
設

立
構
想
や
、
空
き
家
、
空
き
店
舗
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
な
ど
、
温
泉
街
の
活
性

化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

活動拠点である、旧文洋小学校。 

東
後
畑
棚
田
の
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
棚
田
の
花
段
の
広
場
が
、
田

島
氏
の
ジ
ェ
ラ
ー
ト
シ
ョ
ッ
プ
の
ほ
か
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
週
末
に

並
び
、
ブ
ラ
ン
コ
や
ハ
ン
モ
ッ
ク
で
く
つ
ろ
げ
る
エ
リ
ア
。




