
“移動も楽しく”公共交通を利用しよう！
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昨
年
11
月
、
日
本
の
手
漉
き
和
紙
技
術
が

ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。

徳
地
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
「
和
紙
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
。

徳地和紙を活用した商品開発についての
会議の様子。

①県立美術館で行われた展覧会
では結の香の会員が作った和紙
糸（写真左下）で編まれた衣
服の他、靴紐やネクタイなども
並んだ。

②木のおもちゃ作家重田秀徳さん
（徳地・重田木型）が作った木
と和紙が融合したオブジェクト。

③和紙のある暮らしが体感できるカ
フェを3月にオープンする結の香
の会員江藤さん（中央）。

④昨年 12月にはブランドロゴの検
討がされた。（各頁上部参照）

伝え残したい宝物、手漉き和紙

　

中
山
間
地
域
活
性
化
推
進
室　
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徳地の和紙産業

【徳地和紙】
強靱でしなやかさを誇り、脈 と々
受け継がれてきた伝統工芸品

① ②

④

③

特
集

で
す
。
結
の
香
の
会
員
で
も
あ
り
カ
フ
ェ

を
オ
ー
プ
ン
す
る
江
藤
さ
ん
は
「
徳
地
和

紙
を
生
活
の
一
部
と
し
て
実
感
し
て
も
ら

え
れ
ば
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

■
後
継
者
の
発
掘
・
育
成

　

結
の
香
の
活
動
に
よ
り
、
徳
地
和
紙
の

振
興
が
進
む
一
方
で
、
高
齢
化
の
波
は
着

実
に
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
市
で
は
、
徳
地
地
域
内

の
使
わ
な
く
な
っ
た
施
設
を
有
効
活
用

し
、
商
品
開
発
や
和
紙
漉
き
の
技
術
継
承

を
行
う
拠
点
作
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
今

後
、
和
紙
で
の
生
業
づ
く
り
を
目
指
す
徳

地
手
漉
き
和
紙
職
人
の
新
た
な
担
い
手
を

受
け
入
れ
、
徳
地
和
紙
ブ
ラ
ン
ド
の
確
立

と
共
に
、
伝
統
文
化
を
継
承
で
き
る
仕
組

み
作
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

■
約
８
０
０
年
続
く
徳
地
の
和
紙

　

徳
地
手
漉
き
和
紙
は
、
室
町
時
代
か
ら

続
く
歴
史
を
誇
り
、
そ
の
技
術
は
高
く
、

日
本
有
数
の
手
漉
き
和
紙
と
し
て
評
価
さ

れ
て
お
り
、
市
の
無
形
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
洋
紙
の
普
及
・
和
紙
製
作
の

機
械
化
と
、
高
齢
化
に
よ
り
職
人
が
減
少

し
、
現
在
で
は
、
和
紙
漉
き
を
行
う
農
家

が
２
軒
の
み
と
な
り
、
徳
地
和
紙
産
業
の

持
続
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
打
破
す
る
た
め
、
市
で

は
総
務
省
交
付
金
事
業
を
活
用
し
て
徳
地

和
紙
の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

■
「
結ゆ

い
の
香か

」
の
立
ち
上
げ

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
「
山
口
と
く
ぢ
和

紙
振
興
会
結
の
香
」
への
支
援
も
そ
の
ひ
と

つ
。
結
の
香
は
、
徳
地
和
紙
を
市
内
外
に

広
く
伝
え
、
後
世
に
つ
な
げ
て
い
く
事
を

目
的
に
、
徳
地
手
漉
き
和
紙
の
技
術
保
持

者
や
原
料
生
産
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
地

域
の
方
々
が
中
心
に
な
って
昨
年
発
足
。
徳

地
和
紙
の
振
興
や
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
る
た

め
、
原
料
生
産
地
の
拡
大
、
生
産
者
の
創

出
や
イ
ベ
ン
ト
で
の
和
紙
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
と
共

に
、
山
口
県
立
大
学
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど

と
の
連
携
に
よ
り
、
和
紙
本
来
の
質
感
と

新
た
な
デ
ザ
イ
ン
が
融
合
し
た
ア
ー
ト
和
紙

な
ど
の
商
品
開
発
を
始
め
ま
し
た
。

■
和
紙
に
新
た
な
可
能
性
を

　

昨
年
10
月
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
で
高
知
県

に
在
住
の
和
紙
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
招
き
、
和

紙
の
新
た
な
活
用
方
法
を
見
い
だ
す
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
を
開
催
。
ワ
ー
ク
シ
ョッ
プ
に
は
、

県
立
大
学
の
学
生
な
ど
若
い
世
代
も
参
加

し
、「
和
紙
の
柔
ら
か
な
質
感
を
生
か
し
た

ネ
ク
タ
イ
は
作
れ
な
い
か
」
と
いっ
た
、
斬

新
な
ア
イ
デ
ア
が
出
る
な
ど
活
発
な
意
見

が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
昨
年
12
月
に
は
、
県
立
大
学
と

市
の
共
同
に
よ
り
、
徳
地
和
紙
を
テ
ー
マ

に
し
た
作
品
の
展
覧
会
を
実
施
。
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
が
き
っ
か
け
で
生
ま
れ
た
作
品
な

ど
が
展
示
さ
れ
、
和
紙
の
も
つ
新
た
な
可

能
性
を
見
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
徳
地
和
紙
の
独
自
性
の
創
出
や

魅
力
の
発
信
を
図
ろ
う
と
、マ
リ
メ
ッコ（
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
の
ア
パ
レ
ル
企
業
）
の
数
少
な
い
日

本
人
デ
ザ
イ
ナ
ー
大
田
舞
さ
ん
（
県
立
大

学
出
身
）
や
、
ブ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ナ
ー
原
田

圭
祐
さ
ん
ら
に
開
発
を
依
頼
し
、
徳
地
地

域
の
ブ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
徳
地
和
紙
の
ブ

ラ
ン
ド
ロ
ゴ
の
検
討
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
徳
地
和
紙
で
で
き
た
商
品
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
こ
の
ロ
ゴ
を
入
れ
た
り
、

デ
ザ
イ
ン
を
用
い
た
商
品
開
発
な
ど
、
徳

地
和
紙
に
付
加
価
値
を
つ
け
る
取
り
組
み

が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
結
の
香
の
会
員
が
、

徳
地
地
域
内
で
開
く
カ
フ
ェ
に
徳
地
和
紙

か
ら
生
ま
れ
た
新
商
品
を
展
示
す
る
予
定

　
日
本
の
和
紙
の
起
源
は
、
中
国

で
生
ま
れ
た
「
紙
漉
き
」
技
術

が
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
始
ま
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
日

本
の
和
紙
は
、
書
や
家
具
、
服

な
ど
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
必

要
と
さ
れ
、発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　
手
漉
き
和
紙
は
、
コ
ウ
ゾ
や
ミ

ツ
マ
タ
、
ガ
ン
ピ
を
原
料
に
作
ら

れ
て
い
ま
す
。
繊
維
が
長
く
光
沢

の
あ
る
コ
ウ
ゾ
は
、
ち
り
紙
や
半

紙
、
障
子
紙
な
ど
に
用
い
ら
れ
、

繊
維
が
短
く
堅
い
ミ
ツ
マ
タ
は
、

主
に
紙
幣
や
賞
状
用
紙
に
用
い
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
他
近
年
で
は
、
祭
事

や
お
も
て
な
し
の
場
等
で
の
使
用
に
欠
か
せ
な

い
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
11
月
に
、
日
本
の
手
漉
き
和
紙
技
術

が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
コ
ウ
ゾ
の
栽
培
か

ら
技
術
の
指
導
、
新
た
な
製
品
の
創
作
な
ど
、

工
芸
技
術
の
存
続
を
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

担
い
、
社
会
的
な
結
び
つ
き
を
育
ん
で
い
る
事

が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
和
紙
は
、
日
本
が
育
て
、
守
っ

て
き
た
文
化
遺
産
で
す
。
徳
地
の
和
紙
産
業

も
後
世
に
受
け
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
古
来
か
ら
の
大
切
な
宝
物
で
す
。



千
ち じ ま つ

々松哲
て つ や

也 さん
父、千々松清次郎（山口県無形
文化財指定徳地手漉き和紙保持
者）に師事し、徳地手漉き和紙の
製造を行い現在に至る。山口市指
定無形文化財徳地手漉き和紙保
持者。山口国体の表彰状の作製な
ど、徳地和紙の振興に尽力してい
る。手漉き和紙生産従事歴 62 年
で卓越した技能を有す。

山
やまうち

内幸
ゆきひこ

彦 さん
徳地和紙の製法を、父、山内幸夫

（山口市指定無形文化財徳地手漉
き和紙保持者）から継承。原料の
栽培から手漉きの行程に至るまで、
全てを担う。また、「結の香」の会員
として、商品開発や後継者育成の
場となる拠点作りにも尽力している。

島地小学校の児童が、ふるさとの
伝統産業を学んでいる様子。

和
紙
の
原
料
を
守
る

徳
地
で
唯
一
の
原
料
生
産
者

和
紙
漉
き
に
生
き

後
世
に
伝
え
る
伝
承
者
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中山間地域活性化推進室
主査　三戸達也

主に日本紙幣の原料になるミツマ
タのつぼみ。３月に花が咲く。

山口県立大学　
国際文化学部長・教授
水谷由美子さん

　

県
立
大
学
企
画
デ
ザ
イ
ン
研
究
室
で
は
、
４

年
前
か
ら
中
山
間
地
域
活
性
化
に
関
す
る
助

成
を
県
と
市
か
ら
受
け
、
地
域
資
源
で
あ
る
徳

地
和
紙
に
関
す
る
研
究
・
創
作
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
県
立
大
学
教
授
水
谷
由
美
子
さ
ん
に

徳
地
和
紙
に
つい
て
伺
い
ま
し
た
。

山内さんが栽培しているミツマタの
畑。冬に刈り取り、加工し、国立
印刷局に出荷している。

コウゾの皮剥ぎの様子。下記
の工程を経て出荷している。

　　【原料生産の工程】
　  ・コウゾを刈り取り
　  ・蒸す
　  ・皮を剥ぐ
　  ・表面を削る
　  ・水浸け
　  ・釜で煮る
　  ・あくを抜く
　  ・ちりを除く
　  ・柔らかくなるまで叩く

レターケースは全て千々松さんの手
作り。県立美術館で販売している
他、徳地の南大門でも和紙を買う
ことができる。

5

　　【和紙の製造工程】
　  ・原料を叩いて繊維を分解
　  ・和紙を漉く漉き舟に原料、のり
　　 （トロロアオイ）を入れて混ぜる
　  ・水分を取り除く
　  ・乾燥させる
　  ・裁断する

特
集

特
集

　
か
つ
て
盛
ん
だ
っ
た
地
元
の
伝
統
文
化

を
体
験
し
よ
う
と
、
島
地
小
学
校
の
児

童
が
冷
た
い
水
に
手
を
浸
け
て
い
た
。

　
「
も
う
一
回
や
っ
て
み
よ
う
か
。
紙
の

厚
さ
が
均
一に
な
る
よ
う
左
右
均
等
に

揺
ら
し
て
」。
漉
き
舟
と
言
わ
れ
る
木

製
の
長
方
形
の
道
具
を
前
後
左
右
に
何

度
も
漉
き
、
紙
床
へ
重
ね
る
と
、
校
章

の
す
か
し
が
入
っ
た
和
紙
が
で
き
た
。

指
導
し
て
い
た
の
は
徳
地
島
地
で
62
年

間
和
紙
漉
き
を
し
て
い
る
千
々
松
さ
ん
。

毎
年
、
島
地
小
学
校
を
巣
立
っ
て
い
く

６
年
生
に
、
卒
業
証
書
と
な
る
和
紙
の

漉
き
方
を
教
え
て
い
る
。

　

現
在
市
内
の
和
紙
漉
き
職
人
は
わ

ず
か
二
人
。
18
歳
か
ら
和
紙
を
漉
き

続
け
て
い
る
千
々
松
さ
ん
は
今
年
82
歳

に
な
る
。
コ
ウ
ゾ
を
砕
く
時
に
残
っ
た
繊

維
を
入
れ
た
趣
の
あ
る
和
紙
や
、
熟
練

し
た
技
術
が
必
要
と
さ
れ
る
薄
い
半
紙

　

徳
地
和
紙
は
主
に
コ
ウ
ゾ
と
い
う
木
の

皮
を
細
か
く
砕
い
た
物
を
原
料
に
作
ら

れ
る
。
と
も
す
れ
ば
紙
漉
き
作
業
に
ば

か
り
に
目
が
向
け
ら
れ
そ
う
だ
が
、
原

料
の
生
産
工
程
は
多
岐
に
わ
た
る
。
コ

ウ
ゾ
の
栽
培
か
ら
加
工
、
和
紙
漉
き
ま

で
を
こ
な
し
て
い
る
の
が
山
内
さ
ん
だ
。

　

山
内
さ
ん
の
家
は
代
々
徳
地
の
和
紙

を
支
え
て
き
た
。
徳
地
和
紙
の
歴
史
は

約
８
０
０
年
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
山
内

さ
ん
の
代
は
、
わ
か
る
だ
け
で
幸
彦
さ

ん
で
４
代
目
と
い
う
。
山
内
さ
ん
が
栽

培
し
た
コ
ウ
ゾ
は
、
国
内
の
和
紙
生
産
者

へ
出
荷
し
て
い
る
。
ま
た
コ
ウ
ゾ
だ
け
で

な
く
、
日
本
紙
幣
に
も
使
わ
れ
る
ミ
ツ
マ

タ
を
生
産
し
、
紙
幣
の
質
は
世
界
で
も

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
紙

幣
原
料
の
数
少
な
い
生
産
者
だ
。
昨
年
、

結
の
香
に
加
入
し
、
自
分
が
培
っ
て
き

な
ど
、
利
用
の
仕
方
に
応
じ
て
さ
ま
ざ

ま
な
和
紙
を
作
る
。
紙
の
素
が
入
っ
た

漉
き
舟
を
し
っ
か
り
か
き
混
ぜ
、
漉
き

舟
に
木
枠
を
沈
め
引
き
上
げ
、
前
後

左
右
に
揺
ら
す
。
水
分
が
抜
け
た
ら
紙

床
に
和
紙
を
載
せ
る
。
そ
の
動
き
に
は

一
切
無
駄
が
な
い
。

　

千
々
松
さ
ん
の
漉
く
和
紙
の
良
さ
を

伺
う
と
「
丈
夫
で
締
ま
り
が
良
く
、
艶

の
あ
る
と
こ
ろ
が
良
い
ね
と
お
客
さ
ん

に
言
わ
れ
る
け
ど
ね
え
」
と
謙
遜
気
味

だ
が
、
県
外
か
ら
も
千
々
松
さ
ん
の
お

宅
に
大
量
に
買
い
付
け
に
来
る
ほ
ど
の

フ
ァ
ン
も
い
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
和
紙

た
技
術
や
知
識
を
会
員
と
共
有
す
る
な

ど
、
徳
地
和
紙
の
存
続
に
尽
力
し
て
い

る
。

　

徳
地
の
コ
ウ
ゾ
の
良
さ
を
伺
う
と
「
そ

り
ゃ
あ
、
自
然
に
恵
ま
れ
た
徳
地
の
環

境
が
良
い
し
、
水
が
良
い
か
ら
い
ね
」
と

歯
切
れ
が
良
い
。
さ
ら
に
「
徳
地
に
は

日
本
古
来
の
ヒ
メ
コ
ウ
ゾ
が
あ
る
。
ヒ
メ

コ
ウ
ゾ
は
山
口
県
と
島
根
県
に
し
か
な

く
、
そ
の
多
く
は
徳
地
で
自
生
し
て
い

る
。
こ
れ
が
あ
る
か
ら
良
い
和
紙
が
作

れ
る
ん
よ
」
と
も
。

　

昨
年
11
月
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形

文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
日
本
の
手
漉

き
和
紙
の
技
術
。
そ
の
和
紙
の
原
点
に

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
理
由
を

伺
う
と
「
徳
地
の
水
が
え
え
か
ら
ね
。

あ
と
は
、
他
の
人
の
漉
き
方
よ
り
多
め

に
漉
い
て
い
る
」。
多
く
漉
く
こ
と
で
和

紙
の
繊
維
が
よ
り
均
一
に
分
散
し
、
丈

夫
な
和
紙
が
で
き
る
。
千
々
松
家
で
は

代
々
徳
地
和
紙
を
作
り
続
け
、
哲
也
さ

ん
で
３
代
目
だ
が
、
受
け
継
い
だ
技
術

だ
け
で
は
飽
き
た
ら
ず
、
全
国
の
和
紙

漉
き
現
場
を
見
て
研
究
し
、
今
の
漉
き

方
に
至
っ
た
と
い
う
。

　
「
和
紙
漉
き
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な

い
。
私
も
一
度
は
和
紙
漉
き
を
離
れ
て

出
稼
ぎ
に
出
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
」。
そ

れ
で
も
徳
地
の
文
化
を
残
そ
う
と
懸
命

に
漉
い
て
い
る
。
勲
章
だ
け
で
は
評
価

し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。

は
山
内
さ
ん
が
加
工
し
て
い
る
ヒ
メ
コ
ウ

ゾ
が
あ
る
の
だ
。

　

県
内
で
コ
ウ
ゾ
や
ミ
ツ
マ
タ
を
生
産
・

加
工
す
る
の
は
山
内
さ
ん
た
だ
一
人
。

「
ま
だ
ま
だ
一
人
で
や
っ
て
い
け
る
。
し

か
し
今
後
、
後
継
者
の
受
け
入
れ
が
始

ま
れ
ば
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
る
」
と
徳
地

の
和
紙
文
化
を
守
る
た
め
、
後
継
者
づ

く
り
に
も
、
労
を
惜
し
ま
な
い
。

三
戸　

徳
地
和
紙

を
研
究
さ
れ
て
き

て
、
そ
の
魅
力
を
ど

う
感
じ
ら
れ
て
い
ま

す
か
？

水
谷　

徳
地
に
は

重
源
上
人
が
残
し
た
石
風
呂
や
徳
地
和
紙
な
ど
の
歴

史
文
化
が
今
な
お
残
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は

防
長
四
白
（
米
・
紙
・
塩
・
蝋
）
と
言
わ
れ
和
紙
の

生
産
が
奨
励
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
歴
史
・
文
化
に
裏

打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
然
の
大
切
さ
を
現
代
人
に

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
ピュア
で
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
物
だ
と
思

い
ま
す
。

三
戸　

徳
地
和
紙
の
歴
史
は
古
く
、
室
町
時
代
ま
で

遡
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
は
大
阪
の
商
人

が
徳
地
に
買
い
付
け
に
来
る
な
ど
、
和
紙
の
拠
点
に

な
っ
て
い
た
ほ
ど
で
、
島
地
地
区
で
は
ほ
と
ん
ど
の
世

帯
が
農
閑
期
に
和
紙
を
作
って
い
た
ん
で
す
よ
ね
。

水
谷　
そ
れ
が
西
洋
か
ら
パル
プ
が
流
入
し
て
く
る
な

ど
紙
が
安
価
に
手
に
入
っ
た
こ
と
や
、
１
９
７
０
年
代

の
瀬
戸
内
の
産
業
発
展
と
共
に
労
働
の
場
が
移
って
い

く
な
ど
、
需
要
も
生
産
も
減
って
い
き
ま
し
た
。

三
戸　
生
活
が
豊
か
に
な
る
一
方
で
脈
々
と
続
い
て
き

た
伝
統
文
化
が
衰
退
し
て
い
く
の
は
寂
し
い
で
す
よ
ね
。

水
谷　
で
も
千
々
松
さ
ん
や
山
内
さ
ん
が
今
も
徳
地

で
文
化
を
継
承
し
て
い
る
。
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
じ
ゃ

な
い
、『
粋
』
な

生
き
方
で
す
。

三
戸　

お
二
人

に
限
ら
ず
、
地

元
「
結
の
香
」

も
文
化
継
承
に

乗
り
出
し
ま
し

た
。
こ
う
し
た
地
域
の
方
々
の
『
行
動
力
』
は
非
常
に

意
義
が
あ
り
、
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
市

と
し
て
も
、
結
の
香
の
活
動
を
バッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
水
谷
さ
ん
は

徳
地
和
紙
の
発
展
に
何
が
必
要
だ
と
お
考
え
で
す
か
？

水
谷　

欲
し
い
人
に
い
か
に
届
け
る
か
が
重
要
じ
ゃ
な

い
か
と
。
ど
ん
な
に
魅
力
的
な
商
品
で
も
身
近
に
売
っ

て
い
な
い
と
買
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
今
の
お
二
人
に

は
そ
こ
ま
で
の
余
力
が
無
い
ん
で
す
。
継
承
ば
か
り
に

目
を
向
け
ず
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
も
考
え
な
い
と
後
継

者
が
育
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
戸　

そ
の
点
で
、
今
年
度
取
り
組
ま
れ
て
い
る
徳

地
和
紙
の
ロ
ゴ
や
デ
ザ
イ
ン
、
新
商
品
の
開
発
は
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
ね
。

水
谷　

そ
う
で
す
ね
。
大
田
舞
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
の

モ
チ
ー
フ
は
ミ
ツ
マ
タ
の
花
な
ん
で
す
よ
。
ミ
ツ
マ
タ
の

花
は
黄
色
と
赤
色
が
あ
り
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
ん
で

す
。
こ
れ
を
売
り
に
し
て
い
け
た
ら
い
い
で
す
ね
。
コ

ウ
ゾ
だ
け
じ
ゃ
な
く
ミ
ツ
マ
タ
も
大
事
な
地
域
資
源
で

す
か
ら
。

三
戸　
今
回
の
事
業
で
は
、
ミ
ツ
マ
タ
を
耕
作
放
棄
地

な
ど
に
植
え
景
観
形
成
を
行
い
、
生
産
地
と
し
て
の

イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
が
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
谷　

畑
一
面
に
植
え
た
コ
ス
モ
ス
畑
を
売
り
に
観
光

地
化
し
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
よ
。
産
業
と
観
光
の

両
面
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
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（　）内は前年度比、
　　下段は構成比。
　　　　歳出も同様

平
成
25
年
度

決
算
報
告

市
民
1
人
当
た
り
い
く
ら
？

平
成
25
年
度
の
決
算
が
、
昨
年
12
月
の
平
成
26
年
第
6
回
市
議
会
定
例
会
（
11
ペ
ー
ジ
参
照
）

で
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
平
成
25
年
度
の
歳
入
歳
出
の
実
績
に
つ
い
て
、
市
民
1
人
当

た
り
に
置
き
換
え
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

財
政
課　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
５
０

※
市
民
１
人
当
た
り
の
換
算
額
は
、
平
成
26
年
3
月
31
日
現
在
の
人
口
19
万
４
４
１
９
人
を
基
に
算
出

【表 1】市税の内訳【表 2】市債の状況

一般会計歳出総額
761 億 6,363 万円
前年度比 0.2％増

民生費
　児童、高齢者、社会全体の
　福祉のために

11 万 8,141 円

総務費
　市の運営や地域の振興のた
　めに

6 万 6,452 円

土木費
　道路や公園の整備などのた
　めに

5 万 3,635 円

教育費
　学校、社会教育のために

3 万 2,212 円

衛生費
　生活環境の充実のために

2 万 8,465 円

農林水産業費
　農林水産業の振興のために

1 万 3,318 円

公債費
　市債の償還のために

4 万 7,646 円

その他（議会費、災害復旧費、労働費 
など）

3 万 1,881 円

市民 1 人当たりに使われるお金は

39 万 1,750 円
【内訳】

市が自ら調達できる収入
（自主財源）

16 万 1,742 円

国や県を経由する収入（依存

財源）23 万 8,908 円

市税    13 万 3,181 円

諸収入
　預金利子や市が融資した
　貸付金の返済金など

1 万 3,831 円

その他（分担金、負担金、　
　使用料、手数料、    財産収入、
　寄附金、繰入金、繰越金）
                 1 万 4,730 円

地方交付税
　市町村間の財源の均衡を図
　るため、国が交付するお金

8 万 8,727 円

市債 市の借金
 5 万 3,106 円

国庫支出金 一定の事業に
　ついて、国が負担するお金

5 万 6,257 円

県支出金 一定の事業につ
　いて、県が負担するお金

2 万 4,894 円

その他（地方譲与税、交付
　金等） 　   1 万 5,924 円

市民 1 人当たりに換算すると

40 万 650 円
一般会計歳入総額

778 億 9,396 万円
前年度比 1.1％増

平成 25 年度決算報告

税　　　目 平成 25 年度
決算額

市民 1 人当たり
金額

構成比
（％）

前年度比
（％）

個 人 市 民 税 94 億 3,057 万円 ４万 8,507 円 36.4 0.0
法 人 市 民 税 26 億 8,595 万円 1 万 3,815 円 10.4 2.9
固 定 資 産 税 104 億 9,228 万円 5 万 3,967 円 40.5 △0.9
軽 自 動 車 税 4 億 2,063 万円 2,164 円 1.6 1.7
た ば こ 税 13 億 965 万円 6,736 円 5.1 12.1
鉱 産 税 4 万円 0 円 0.0 33.3
入 湯 税 8,367 万円 430 円 0.3 2.0
都 市 計 画 税 14 億 7,019 万円 7,562 円 5.7 0.9

合　　　計 258 億 9,298 万円 13 万 3,181 円 100.0 0.6

その他
28 億 6,379 万円

（4.0％減）
3.7％

自主財源
40.4％

依存財源
59.6％

市税
258 億 9,298 万円

（0.6％増）
33.2％

※内訳は
　【表 1】参照

地方交付税
172 億 5,019 万円

（2.4％増）
22.1％

国庫支出金
109 億 3,747 万円

（21.1％増）
14.0％

県支出金
48 億 3,978 万円

（1.1％減）
6.2％

市債
103 億 2,482 万円

（17.9％減）
13.3％

その他
30 億 9,602 万円

（3.1％増）
4.0％

諸収入
26 億 8,891 万円

（31.8％増）
3.5％

民生費
229 億 6,884 万円

（1.9％減）
30.1％

総務費
129 億 1,959 万円

（2.3％増）
17.0％土木費

104 億 2,777 万円
（7.5％増）

13.7％

教育費
62 億 6,260 万円

（3.1％減）
8.2％

衛生費
55 億 3,404 万円

（3.7％増）
7.3％

農林水産業費
25 億 8,932 万円

（6.0％減）
3.4％ 公債費

92 億 6,325 万円
（4.8％減）

12.2％

その他
61 億 9,822 万円

（4.1％増）
8.1％

区　　　分 平成 25 年度末
現在高

市民 1 人当たり
現在高

一 般 会 計 926 億 4,450 万円 47 万 6,520 円

特 別 会 計 54 億 4,426 万円 2 万 8,003 円

合    　計 980 億 8,876 万円 50 万 4,523 円

年 度 末 現 在 高
に 対 す る 利 息 88 億 8,433 万円 4 万 5,697 円

※利息については、利率見直し等により変動します。

一 

般 

会 

計

歳 

入
歳 

出

　

一
般
会
計
と
は
、
市
税
な
ど
を
主
な
財
源
に
、

道
路
・
公
園
の
建
設
や
福
祉
、
医
療
、
教
育
な
ど
、

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
う
た
め
の
中
心

的
な
会
計
で
す
。

【
歳
入
1.1
％
増
、
歳
出
0.2
％
増
、

実
質
黒
字
約
７
億
２
２
５
６
万
円
】

　

平
成
25
年
度
の
決
算
額
は
、
平
成
25
年
度
当

初
予
算
額
７
６
１
億
3
千
万
円
に
対
し
、
歳

入
が
７
７
8
億
９
３
９
６
万
円
、
歳
出
が

７
６
1
億
６
３
６
３
万
円
と
な
り
ま
し
た
（
対

前
年
度
伸
び
率
は
、
歳
入
1.1
％
の
増
、
歳
出

0.2
％
の
増
）。

　

歳
入
か
ら
歳
出
を
差
し
引
い
た
17
億
３
０
３
３

万
円
か
ら
、
平
成
26
年
度
へ
繰
り
越
し
た

10
億
７
７
７
万
円
を
差
し
引
い
た
7
億
２
２
５
６

万
円
が
、
実
質
的
な
黒
字
に
な
り
ま
し
た
。

【
市
税
1
億
５
千
万
円
増
、
市
債
22
億
円
減
】

　

市
税
は
、
地
価
の
下
落
に
よ
り
固
定
資
産
税

が
減
収
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
法
人
市
民
税
や

た
ば
こ
税
の
増
に
よ
り
、
前
年
度
と
比
べ
約

1
億
５
千
万
円
増
の
２
５
8
億
９
２
９
８
万
円

に
な
り
ま
し
た
。

　

地
方
交
付
税
は
、
生
活
保
護
費
関
係
費

や
社
会
福
祉
関
係
費
な
ど
の
社
会
保
障
関

係
費
の
増
な
ど
に
よ
り
、
約
4
億
円
増
の

１
７
２
億
５
０
１
９
万
円
に
、
国
庫
支
出
金
は
、

地
域
経
済
活
性
化
・
雇
用
創
出
臨
時
交
付
金
の

他
、
新
山
口
駅
タ
ー
ミ
ナ
ル
パ
ー
ク
整
備
に
係

る
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金
な
ど
に
よ
り
、

約
19
億
円
の
増
と
な
る
１
０
９
億
３
７
４
７
万

円
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
債
は
、
消
防
救
急
デ
ジ
タ
ル
無
線

設
備
更
新
事
業
費
や
創
造
的
歴
史
公
園
整
備

事
業
費
の
減
な
ど
に
よ
り
、
約
22
億
円
減
の

１
０
３
億
２
４
８
２
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

【
繰
り
上
げ
償
還
に
よ
り

　
　
　
　

市
債
償
還
額
は
着
実
に
減
少
】

　

民
生
費
は
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
繰
出
金

な
ど
に
よ
り
、
前
年
度
と
比
べ
約
５
億
円
減
の

２
２
９
億
６
８
８
４
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

　

土
木
費
は
、
新
山
口
駅
タ
ー
ミ
ナ
ル
パ
ー
ク
整

備
事
業
な
ど
に
よ
り
、
前
年
度
と
比
べ
約
7
億
円

増
の
１
０
４
億
２
７
７
７
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
他
は
、
阿
東
地
域
を
中
心
と
し
た
豪
雨
災
害

に
よ
り
災
害
復
旧
費
が
増
加
し
て
お
り
、
前
年
度

と
比
べ
約
２
億
円
増
の
61
億
９
８
２
２
万
円
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
公
債
費
は
、
市
債
の

※

公
的
資
金
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
の
実
施
な
ど

に
よ
り
、
償
還
額
は
着
実
に
減
少
し
て
お
り
、
長

期
債
元
利
償
還
金
の
減
に
よ
り
、
決
算
額
は
前
年

度
と
比
べ
約
5
億
円
減
の
92
億
６
３
２
５
万
円

に
な
り
ま
し
た
。

※
今
後
、
貸
し
手
に
支
払
う
予
定
で
あ
っ
た
利
子

相
当
額
に
対
す
る
補
償
金
の
支
払
い
が
免
除
さ

れ
る
繰
り
上
げ
償
還
の
制
度
を
利
用
し
、
後
年

度
の
利
子
負
担
を
大
幅
に
軽
減
し
て
い
ま
す
。

・
平
成
25
年
度
市
税
の
決
算
内
訳
は
【
表
１
】
の

通
り
で
す
。

・
平
成
25
年
度
末
の
市
債
（
借
金
）
の
状
況
は
【
表

２
】
の
通
り
で
す
。
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特 

別 

会 

計

　

特
別
会
計
は
、
国
民
健
康
保
険
や
介
護
保
険

な
ど
、
特
定
の
目
的
の
た
め
事
業
を
行
う
場
合

に
、
保
険
料
な
ど
特
定
の
収
入
を
そ
の
支
出
に

充
て
る
た
め
、
一
般
会
計
と
区
別
し
て
経
理
す

る
も
の
で
す
。

　

平
成
25
年
度
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
は

【
表
３
】
の
通
り
で
す
。

【表 3】特別会計歳入歳出決算概要

市の財政ってどうなってるの？

山口市の台所事情 ～家計の 1 カ月分に例えると～

平成 25 年度決算を分かりやすくするために、山口家 ( サラリーマンのお父さん、
パート勤めのお母さん、2 人の子ども）の家計に置き換えて考えてみましょう。
1 カ月分の金額は、25 年度普通会計（※）の決算額の 1 万分の 1 を 12 で割って算出し、
千円単位で四捨五入。（ ）内は 25 年度決算額
※普通会計とは、地方公共団体間の財政比較のため、地方財政統計上で統一的に用いられている会計区分です。
　本市の普通会計には、一般会計、小郡駅前第三土地区画整理事業特別会計（一部）、地域下水道事業特別会計、特別

林野特別会計が含まれます。

｢山口市の台所事情｣ や ｢市財政運営健全化計画｣ など、詳しくは市ウェブサイトに掲載（｢山口市 財政｣ で検索）

区　　　分 歳入決算額 前年度比 歳出決算額 前年度比 1人当たり歳出金額
国 民 健 康 保 険 202億8,922万円 △2.8％ 195億7,037万円 △4.5％ 10 万 661 円
後 期 高 齢 者 医 療 25億509万円 △0.7％ 24億 9,300万円 △0.6％ 1 万 2,823 円
介 護 保 険 150億8,513万円 3.2％ 149億3,109万円 3.2％ 7 万 6,799 円
介 護 サ ー ビ ス 事 業 5,727万円 4.5％ 5,002万円 3.5％ 257 円
駐 車 場 事 業 5,926万円 △1.6％ 3,846万円 △6.5％ 198 円
小郡駅前第三土地区画整理事業 8,208万円 △76.9％ 8,208万円 △76.9％ 422 円
簡 易 水 道 事 業 4億5,768万円 37.8％ 4億4,609万円 37.2％ 2,294 円
農 業 集 落 排 水 事 業 5億3,252万円 7.5％ 5億3,252万円 7.5％ 2,739 円
漁 業 集 落 排 水 事 業 1,536万円 △ 2.7％ 1,536万円 △2.7％ 79 円
地 域 下 水 道 事 業 601万円 21.7％ 601万円 21.7％ 31 円
国 民 宿 舎 3,734万円 △34.4％ 3,734万円 △34.4％ 192 円
特 別 林 野 922万円 30.6％ 677万円 51.5％ 35 円

合　　　計 391億3,618万円 △ 0.9％ 382億911万円 △1.7％ 19 万 6,530 円

食費・税金・社会保険料 11 万 1,000 円 a 

（人件費 133 億 263 万円）　
医療費・養育費 11 万 2,000 円 b 

（扶助費 134 億 1,832 万円）　

光熱水費・電話代等 7 万 3,000 円 c 

（物件費 86 億 9,891 万円）　

子どもへの仕送り 5 万 5,000 円 d 

（繰出金 66 億 3,537 万円）　

町内会費、サークルや会合の会費    7 万 1,000 円 e 

　（補助費等および出資・貸付金 85 億 6,004 万円）　

ローンの返済　　　　　　　　 　7 万 7,000 円 f 

（公債費 92 億 8,178 万円）　

自宅・借家の増改築、家電購入等 12 万 4,000 円 　 

　（普通建設事業費、維持補修費等 148 億 8,514 万円）

貯金 1 万 2,000 円 　

（積立金 13 億 8,532 万円）　

　　　　　支出合計　63 万 5,000 円
　　　　　 （合計 761 億 6,751 万円）

給料                                          21 万 6,000 円 ①

（市税 258 億 9,298 万円）　

家賃収入 3 万 8,000 円 ②

（使用料・手数料等 45 億 8,726 万円）　

パート収入 3 万円 ③

（地方譲与税、交付金等 36 億 3,645 万円）　

親などからの協力・援助 31 万円 ④
  （地方交付税、臨時財政対策債、国・県支出金等 

372 億 1,479 万円）　
貯金の利子 2,000 円 　

（財産収入 2 億 100 万円）　

自宅増改築等のための借入れ 5 万 3,000 円 　

（市債〈臨時財政対策債を除く〉63 億 210 万円）　

貯金の取り崩し 1,000 円 　

（基金繰入金 6,572 万円）　

収入合計　65 万円
（合計 779 億 30 万円）

支出

平
成
25
年
度
の
　
主 

な 

事 

業

収　入
支　出

貸 借 対 照 表
将来の世代へ引き継ぐ資産 将来の世代が負担するお金

これまでの世代が既に負担したお金

　　公共資産                         　     2,728 億円
　　　公園・道路・学校・救急車など

固定負債　　　　　　　　　　　972 億円
　市債・退職手当引当金など、翌々年度以降
　に支払う予定のお金
流動負債　　　　　　　　　　　102 億円
　翌年度に支払う予定のお金

資産合計　3,086 億円 負債・純資産合計　3,086 億円

平成 25 年度決算（普通会計ベース）

純資産　　　　　　　　　　　2,012 億円
　将来の世代が負担することなく引き継ぐ
　ことができる資産

＋

従来の国や地方公共団体の会計制度は、単式簿記・現金主義といわれるもので、現金の出し入れが分かりやすい反面、
これまでに形成してきた資産の状況（ストック情報）や、行政サービスを提供するために必要としたコストの状況（コ
スト情報）を表すことができませんでした。
そこで、本市では「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の財務書類を作成し、

「ストック情報」や「コスト情報」がわかるように公表しています。
例えば「貸借対照表」からは、本市が整備してきた建物や公園、道路等の社会資本の状況やこれらを形成するため
に借り入れた負債の状況など（ストック情報）が把握できます。
※財務書類等の詳細については、市ウェブサイトまたは各総合支所市政情報コーナー等でご覧いただけます。

山口市の財務諸表への取り組み状況について

＋

＋

　　投資等　　　　　　　　　　　    261 億円
　　　出資・基金など

流動資産　                                  97 億円
　現金や１年以内に現金化できる資産

給料などに加えて、親からの協力・
援助を活用して家計を賄っています。 家計に例えると

平成 25 年度決算報告 平成 25 年度決算報告

支出を見ると、食費、医療費・養育費、光熱水費といっ
た生活費が 29 万 6,000 円（a + b + c）、子ども
への仕送りが 5 万 5,000 円（d）、町内会費やサー
クル等の会費が 7 万 1,000 円（e）、ローンの返済
が 7 万 7,000 円（f）あり、これらを合わせて毎月
必要な支出は 49 万 9,000 円になっています。
一方収入を見ると、給料や家賃収入を合わせて 25 万
4,000 円（① + ②）ありますが、これだけでは毎月
の支出金額を賄うことができません。このため、毎月
のパート収入３万円（③）や親からの協力・援助 31
万円（④）を活用してやりくりをしています。なお、

毎月の残金と借入金等により、自宅や借家の増改築、
家電購入等を行っています。

- 今後の見通しと取り組み -　
将来の財源不足に備えて行財政改革を推進
現状では、財源不足を補うような基金の取り崩しは
行っていませんが、合併による国からの財政支援措置
が終了する平成 32 年度には、財源不足が生じる見通
しとなっています。
市では、このような財政状況を踏まえ、「市財政運営
健全化計画」を策定し、改めて歳入・歳出の両面から
行財政改革により、持続可能で自立した財政基盤の確
立を目指した取り組みを進めています。

総
合
計
画
の
８
つ
の
政
策
に
沿
っ
て
お
伝
え
し
ま
す
。

①
支
え
あ
い
健
や
か
な
暮
ら
し
の
で
き
る
ま
ち

　
　

私
立
保
育
園
の
整
備
費
助
成
、
児
童
ク
ラ

ブ
の
整
備
を
進
め
ま
し
た
。

②
い
き
い
き
と
子
ど
も
が
育
ち
、
人
が
よ
り
よ
く
生

き
る
、
文
化
を
は
ぐ
く
む
ま
ち

　
　

山
口
情
報
芸
術
セ
ン
タ
ー［
Ｙ
Ｃ
Ａ
Ｍ
］
10

周
年
記
念
事
業
を
開
催
し
ま
し
た
。
ま
た
、小
・

中
学
校
の
校
舎
等
の
耐
震
化
に
向
け
た
整
備

を
進
め
ま
し
た
。

③
安
心
・
安
全
な
暮
ら
し
の
で
き
る
ま
ち

　
　

デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無
線
整
備
に
向
け
た

実
施
設
計
を
行
い
ま
し
た
。

④
自
然
環
境
と
調
和
し
た
暮
ら
し
の
で
き
る
ま
ち

　
　

住
宅
用
太
陽
光
発
電
の
普
及
促
進
を
図
り

ま
し
た
。

⑤
機
能
的
な
都
市
基
盤
が
整
い
、
発
展
し
て
い
く
ま
ち

　
　

新
山
口
駅
タ
ー
ミ
ナ
ル
パ
ー
ク
整
備
事
業
で

は
、南
北
自
由
通
路
、橋
上
駅
舎
の
整
備
を
進
め
、

一
部
供
用
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
た
、
中
心
市

街
地
の
活
性
化
や
広
域
観
光
拠
点
と
し
て
の
湯

田
温
泉
地
区
の
環
境
整
備
を
進
め
ま
し
た
。

⑥
市
民
生
活
を
支
え
、地
域
の
活
力
を
生
む
産
業
の
ま
ち

　
　

企
業
誘
致
、
海
外
か
ら
の
観
光
誘
客
、
農

林
水
産
業
の
担
い
手
支
援
を
行
い
ま
し
た
。

⑦
と
も
に
力
を
あ
わ
せ
て
つ
く
る
ま
ち

　
　

阿
東
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
の
供
用
を
開
始

し
ま
し
た
。
ま
た
、「
山
口
市
地
域
づ
く
り

支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
、
地
域
の
活
動

支
援
を
行
い
ま
し
た
。

⑧
市
民
の
信
頼
に
応
え
る
行
政
運
営

　
　

山
口
市
総
合
計
画
後
期
ま
ち
づ
く
り
計
画

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
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ご
み
処
理
の
現
状

平
成
25
年
度
の

平
成
25
年
度
の
実
績
を
基
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い

る
ご
み
の
減
量
・
分
別
な
ど
に
よ
る
、ご
み
処
理
の
状
況
を
お
伝
え
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

資
源
循
環
推
進
課　

☎
０
８
３
‐
９
４
１
‐
２
１
７
３

【ごみ処理経費】合計 27 億 7,826 万円
※平成 24 年度は 29 億 1,776 万円

市民１人当たりで見ると…

ごみの量　　 … １日当たり 1,093g (1,084g) 
ごみ処理経費 … 年間で約 1 万 4,200 円 （約１万4,900円）

（　）内は平成24 年度

545 万円  （181t）

 322 万円  （38t）

3,194 万円  （1,362t）

ごみの収集
9 億 2,661 万円

可燃ごみの焼却
13 億 4,627 万円

不燃ごみの中間処理
2 億 3,027 万円

不燃ごみの埋め立て
1 億 4,183 万円

資源物の選別・圧縮など
1 億 3,328 万円

分
別
等
に
よ
り
新
た
な
資
源
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
ま
す

● 破砕鉄
　不燃ごみの破砕・選別処理に

よって回収し、売却した鉄

● 破砕アルミ
　不燃ごみの破砕・選別処理に

よって回収し、売却したアルミ

● 金属・小型家電製品
　金属･小型家電製品として収集、

または持ち込まれたものの売却

ご
み
の
量
は
ほ
ぼ
横
ば
い

ご
み
処
理
経
費
は
減
少

1,408 万円（403t）
● ペットボトル

3,140 万円（219t）
● アルミ缶

639 万円（197t）
● スチール缶

2,623 万円（2,302t）
● 新聞

1,871 万円（1,645t）
● 雑がみ

家庭から出されるごみの多くを占
める生ごみは、約８割が水分であ
るといわれており、水分が多いと
焼却に大量の燃料を必要とします。
生ごみをごみ袋に入れられる際に

は、しっかり水切りを
行っていただき、経費
削減等のご協力をお願
いします。

→→ →→

→

回
収
し
た
資
源
《
売
払
金
額
（
回
収
量
）》

衣類等製鉄材料新聞
板紙、
ダンボール

鉄筋等

ペットボトル新聞 缶雑がみ

金属・小型家電製品

生ごみの水切りに
ご協力ください

生ごみの水切りに
ご協力ください

皆さんの分別等の取り組みなどに
より、ごみ処理経費は平成 21 年
度以降、減少し続けています。一
人ひとりの分別量はわずかでも、
市民の皆さんにご協力していただ
くことで、大きな成果につながり
ます。今後も分別等の取り組みに
ご理解とご協力をお願いします。

「自分１人が取り組んでも 
変わらない」は間違いです

売
却
し
た
主
な
資
源
物
《
売
払
金
額
（
売
払
量
）》

再
生
前

再
生
後

再
生
前

再
生
後

大野委員長

定例会の様子

「
平
成
26
年
第
６
回
市
議
会
定
例
会
」
を
開
催

教
育
委
員
会
委
員
長
が
選
出
さ
れ
ま
し
た

「
全
日
本
マ
ー
チ
ン
グ
コ
ン
テ
ス
ト
中
学
の
部
」
で
金
賞
を
受
賞

「
木
質
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
」
を
十
種
ヶ
峰
ウ
ッ
ド
パ
ー
ク
に
設
置

寄贈式の様子

鉄 工 場

　

12
月
18
日
、「
第
27
回
全
日
本
マ
ー
チ
ン

グ
コ
ン
テ
ス
ト
中
学
の
部
」
で
金
賞
を
受
賞

し
た
、
小
郡
中
学
校
吹
奏
楽
部
の
生
徒
さ
ん

が
、
市
長
を
表
敬
訪
問
し
ま
し
た
。

　

こ
の
コ
ン
テ
ス
ト

は
、
11
月
に
大
阪
市
で

開
催
さ
れ
た
も
の
で
、

地
方
予
選
を
勝
ち
進

ん
だ
全
国
各
地
の
23

校
が
出
場
、
小
郡
中
学

校
か
ら
は
生
徒
54
人

が
出
場
し
ま
し
た
。

　

市
長
は
「
マ
ー
チ
ン

グ
バ
ン
ド
は
、
皆
の
心

が
1
つ
に
な
ら
な
い
と

き
れ
い
に
整
わ
な
い
。
仲
間
と
の
絆
を
大
切

に
し
、
日
頃
の
練
習
の
成
果
が
発
揮
さ
れ
た

結
果
の
受
賞
だ
と
思
う
。
元
気
と
感
動
を
い

た
だ
い
た
」
と
祝
辞
を
述
べ
ま
し
た
。

　

部
長
の
藤
井
莉
緒
さ
ん
は
「
練
習
は
大
変

だ
っ
た
が
、
今
ま
で
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い

喜
び
と
達
成
感
が
あ
っ
た
。
今
後
も
入
賞
で

き
る
よ
う
、
仲
間
を
大
切
に
し
、
多
く
の
人

に
感
動
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
指
導
し
て
い

き
た
い
」
と
今
後
の
抱
負
を
語
ら
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
今
後
と
も
感
性
や
創
造
力
を
育

み
、
活
力
あ
ふ
れ
る
文
化
活
動
を
支
援
し
て

い
き
ま
す
。

     

文
化
政
策
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
１
８

市長に受賞を報告する小郡中学校
吹奏楽部の生徒さん

　

12
月
1
日
～

18
日
の
間
、「
平

成
26
年
第
6
回

市
議
会
定
例
会
」

を
開
催
し
ま
し

た
。

　

市
長
は
、
ま

ず
汚
水
管
施
設

工
事
の
入
札
に

関
す
る
本
市
職

員
の
不
祥
事
に
つ
い
て
陳
謝
し
、
今
後
二

度
と
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
か
な
い
よ
う

再
発
防
止
策
に
取
り
組
み
、
市
民
の
皆
様

の
信
頼
を
一
日
で
も
早
く
回
復
で
き
る
よ

う
全
力
で
努
め
て
い
く
と
述
べ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
や
ま
ぐ
ち
車
座
ト
ー
ク
21

の
開
催
、
井
上
公
園
の
整
備
、
企
業
立
地
、

レ
ノ
フ
ァ
山
口
Ｆ
Ｃ
の
J
３
入
会
に
つ
い

て
市
政
の
概
況
を
報
告
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
長
か
ら
平
成
26
年
度
山
口
市

一
般
会
計
補
正
予
算
や
湯
田
温
泉
観
光
回

遊
拠
点
施
設
設
置
お
よ
び
管
理
条
例
、
住

居
表
示
の
実
施
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理

に
関
す
る
条
例
、
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て
、
教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に

つ
い
て
な
ど
計
57
の
議
案
が
上
程
さ
れ
ま

し
た
。
審
議
の
結
果
、
す
べ
て
原
案
ど
お

り
可
決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
た
び
の
議
会
で
は
、
第
5

回
臨
時
会
で
上
程
さ
れ
た
平
成
25
年
度
一

般
・
特
別
会
計
決
算
の
計
13
議
案
も
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

     

市
議
会
事
務
局

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
５
４

　

12
月
19
日
、
市
教
育
委
員
会
定
例
会
で
大

野
嘉
香
氏
が
教
育
委
員
会
委
員
長
に
選
出
さ

れ
ま
し
た
。
任
期
は
、
平
成
27
年
12
月
22
日

ま
で
で
す
。

　

教
育
委
員
会
は
、
教
育
行
政
の
安
定
性
や

中
立
性
の
確
保
を
目
的
と
し
た
、
教
育
行
政

の
方
針
な
ど
の
重
要
事
項
を
決
定
す
る
合
議

制
の
機
関
で
す
。
山
口
市
教
育
委
員
会
は
７

人
の
委
員
で

構
成
さ
れ
、
委

員
は
市
長
が

議
会
の
同
意

を
得
て
任
命

し
て
い
ま
す
。

     

教
育
総
務
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
５
９

　

1
月
14
日
、十
種
ヶ
峰
ウ
ッ
ド
パ
ー
ク
「
ス

キ
ー
場
ロ
ッ
ジ
」
に
木
質
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー

ブ
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
農
林
中
央

金
庫
岡
山
支
店
の
「
木
質
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー

ブ
寄
贈
事
業
」
に
よ
り
、
本
市
に
寄
贈
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。

　

農
林
中
央
金
庫
岡
山
支
店
の
村
田
副
支

店
長
は
「
間
伐
材
等
か
ら
生
産
し
た
木
質
ペ

レ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
、
森
林
整
備
の
促
進
、

地
球
温
暖
化
防
止
や
循
環
型
社
会
の
構
築
に

貢
献
し
て
い
き
た
い
」

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
今
後
も

環
境
に
や
さ
し
い
ま

ち
づ
く
り
を
、
観
光

振
興
の
推
進
な
ど
と

組
み
合
わ
せ
て
進
め

て
い
き
ま
す
。

     

観
光
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
１
０

　

平
成
25
年
度
の
ご
み
の
量
は
７
月
28
日

の
豪
雨
災
害
に
よ
る
災
害
廃
棄
物
の
発
生

等
に
よ
り
、
前
年
度
よ
り
約
６
０
０
㌧
増

加
し
、
約
７
万
６
千
㌧
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ご
み
の
収
集
や
、
焼
却
・
中

間
処
理
・
埋
め
立
て
に
掛
か
っ
た
経
費

は
、
人
件
費
や
処
理
施
設
建
設
の
減

価
償
却
費
お
よ
び
起
債
償
還
利
子
を
含

め
、
約
27
億
８
千
万
円
（
前
年
度
よ
り
約

１
億
４
千
万
円
の
経
費
削
減
）
で
し
た
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
分
別
し
て
い
た
だ
き
、市
が
収
集
し
て
売
却
し
た
主
な
資
源
物（
上
段
）と
、

不
燃
ご
み
・
粗
大
ご
み
を
中
間
処
理
し
、
資
源
と
し
て
回
収
し
た
も
の
（
下
段
）
は
左
記
の
と

お
り
で
す
。
売
却
、
回
収
し
た
も
の
は
、
再
生
品
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
私
た
ち
の
生
活
に

役
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
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街
歩
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
や
ま
ぐ
ち
維
新
さ
ん
ぽ
」

● 

山
口
総
合
支
所　
　

〒
７
５
３
‐
８
６
５
０　

亀
山
町
２
‐
１　
　
　
　
　
　

● 

小
郡
総
合
支
所　
　

〒
７
５
４
‐
８
５
１
１　

小
郡
下
郷
６
０
９
‐
１　
　
　

● 

秋
穂
総
合
支
所　
　

〒
７
５
４
‐
１
１
９
２　

秋
穂
東
６
５
７
０　
　
　
　
　

● 

阿
知
須
総
合
支
所　

〒
７
５
４
‐
１
２
９
２　

阿
知
須
２
７
４
３　
　
　
　
　

● 

徳
地
総
合
支
所　
　

〒
７
４
７
‐
０
２
９
２　

徳
地
堀
１
７
４
４　
　
　
　
　

● 

阿
東
総
合
支
所　
　

〒
７
５
９
‐
１
５
１
２　

阿
東
徳
佐
中
３
４
１
７
‐
２　

☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
４
１
１
１

☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
２
４
１
１

☎
０
８
３
‐
９
８
４
‐
２
１
２
１

☎
０
８
３
６
‐
６
５
‐
４
１
１
１

☎
０
８
３
５
‐
５
２
‐
１
１
１
２

☎
０
８
３
‐
９
５
６
‐
０
１
１
１

i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

記号例　　場所　　申し込み　　問い合わせ

中
心
市
街
地
活
性
化

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の

立
候
補
届
出
説
明
会

小
郡
・
徳
地
図
書
館

休
館
の
お
知
ら
せ

知
的
書
評
合
戦

「
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
」

休日当番医の変更（市報１月15日号裏表紙に掲載）■問い合わせ　保健センター ☎ 083-921-2666
　■ 2 月  8 日（日） 北部地域の外科系  柴田病院 → 中村整形外科（維新公園一）☎ 083-933-6111
　■ 2 月 11 日（水・祝）北部地域の外科系 中村整形外科 → 柴田病院（大内矢田北五）☎ 083-927-2800

特別メニューの一例

　 　

0 歳から入場できるコンサート「音楽の絵本」
金管五重奏のズーラシアンブラスと弦楽四重奏の弦（つる）う
さぎが出演し、動物たちが音楽を奏でる演奏会です。曲目もク
ラシックだけではなく、アニメや童話まで、親子で楽しめます。
■日時　2 月 11 日（水・祝）14

時開演
■場所　渡辺翁記念会館
■料金　一般 3,300 円、中学生以

下 2,500 円、3 歳以下は無料で
膝上鑑賞できます（保護者 1 人につき 1 人まで）　

　※前売り券もあります
■問い合わせ　宇部市文化創造財団 ☎ 0836-35-3355

節分鬼まつり 第10回 鍋－1グランプリ開催
防長路に春を告げる防府天満宮の節分牛替神事にあわせ、「節
分鬼まつり 第 10 回 鍋 -1 グランプリ」
を開催します。来場者の投票でグランプ
リを決める「食のイベント」です。
■日時　2 月 1 日（日）11 時 ～ 14 時
■場所　幸せます通り（銀座商店街アー

ケード）ルルサス防府
■料金　1 杯 100 円 ～ 300 円程度
■問い合わせ　まちづくり防府 ☎ 0835-22-4930

近隣自治体と広報紙で情報を交換しています。

宇 部 市

防 府 市

山 口 市

市内の魅力を紹介します。
わがま

ち
もぐるっと

再発見
！

となり
ま

ちぐるっと

再発見
！

ぶらり維新の策源地２“大村益次郎”
幕末期の医師で兵学者でもあった大村益次郎は、長州藩兵を指
揮して戊辰戦争などを勝利に導き、近代兵制の確立を目指した
先覚者として維新の十傑にも数えられる人物です。
生誕の地 鋳銭司にある鋳銭司郷土館には、益次郎の遺品を中心
とした資料が展示され、その生涯や功績を伺い知ることができ
ます。
3 月には、市南部を舞台に幕末明治維新をテーマにしたフォト
ロゲイニングが開催されます。維新策源の地、山口を巡りなが
ら歴史に思いをはせてみませんか。

【「大村益次郎文書」の特別公開】
■場所　鋳銭司郷土館（鋳銭司 1422）
■開館時間　9 時 ～ 17 時（月曜休館）
■入館料　一般 100 円、小中学生 50 円
■問い合わせ　鋳銭司郷土館 ☎ 083-986-

2368
【維新フォトロゲ第 2 幕 in 山口南部】
■日時　３月 22 日（日）10 時 ～ 13 時
■集合場所　小郡地域交流センター
■チーム構成　２～５人
■定員　先着 100 組または 250 人
■参加費（1 人あたり）　一般 1,000 円、３歳～小学生５００円、

３歳未満無料（小学生以下は保護者同伴）
■申し込み・問い合わせ　３月 4 日（水）までに、山口観光コ

ンベンション協会 ☎ 083-933-0088

在りし日の大村
益次郎銅像

　

４
月
12
日（
日
）執
行
の
県
議
会
議
員
一
般

選
挙
の
立
候
補
予
定
者
を
対
象
に
、
立
候
補

届
お
よ
び
選
挙
公
営
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い

て
、
事
前
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
立
候
補
届
出
書
な
ど
の
必
要
書

類
を
配
付
し
ま
す
の
で
、
関
係
者
は
必
ず
出

席
し
て
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

３
月
６
日（
金
）14
時
～
16
時

■
場
所　

市
役
所
別
館 

第
１
会
議
室
（
中

央
五
丁
目
14
‐
22
）

 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
８
７
７

　

中
心
市
街
地
に
お
け
る
密
集
地
の
防
災
性

や
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
学
識
経
験

者
等
に
よ
る
住
環
境
の
改
善
に
関
す
る
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。（
無
料
・
申
込

不
要
・
先
着
１
５
０
人
）

■
日
時　

２
月
８
日（
日
）13
時
30
分
～
16
時

■
場
所　

中
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
Ｎ
ａ
ｃ

（
中
市
町
３
‐
13
）

■
内
容　

岡
田
昭
人
氏
（
早
稲
田
大
学 

都

市
・
地
域
研
究
所 

招
聘
研
究
員
）
に
よ

る
講
演
「
中
心
市
街
地
に
お
け
る
住
環
境

の
改
善
に
向
け
て
」／
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
協

働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
で
共
同
の
ま
ち
づ

く
り
」

 

中
心
市
街
地
活
性
化
推
進
室

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
９
２
３

　

大
河
ド
ラ
マ
「
花
燃
ゆ
」
に
登
場
す
る
久

坂
玄
瑞
な
ど
、維
新
の
志
士
ゆ
か
り
の
地「
十

朋
亭
」
を
中
心
に
、
一
の
坂
川
や
竪
小
路
周

辺
の
街
歩
き
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
「
や
ま

ぐ
ち
維
新
さ
ん
ぽ
」
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

①
久
坂
ｄ
ｅ
カ
フ
ェ

　

地
域
内
の
カ

フ
ェ
や
飲
食
店

６
店
舗
に
お
い

て
、
久
坂
玄
瑞
の

湯
呑
み
の
レ
プ

リ
カ
で
お
店
の

メ
ニ
ュ
ー
が
味

わ
え
ま
す
。

②
維
新
ｄ
ｅ
コ
ス
プ
レ

　
「
久
坂
玄
瑞
」
と
「
高
杉
晋
作
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
衣
装
の
貸
し
出
し
を
行
い
ま
す
。（
有

料
・
子
ど
も
用
有
り
）

③
久
坂
玄
瑞
常
用
湯
呑
展

　

幕
末
の
京
都
で
作
ら
れ
た
久
坂
の
湯
呑
み

（
本
物
）
と
、
現
代
の
京
都
の
清
水
焼
の
名

工
が
作
っ
た
複
製
品
を
展
示
し
ま
す
。

※
５
月
17
日（
日
）ま
で
／
観
覧
無
料

◆
い
ず
れ
も

■
開
始
日　

２
月
21
日（
土
）か
ら　

■
場
所　

①
は
各
店
舗
、
②
③
は
大
路
ロ

ビ
ー
（
大
殿
大
路
１
３
３
‐
１
）

【
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
】

　

久
坂
の
湯
呑
み
の
複
製
に
携
わ
っ
た
、
京

都
陶
点
晴
か
わ
さ
き
８
代
目
当
主
・
河
崎
尚

志
氏
と
郷
土
史
家
・
松
前
了
嗣
氏
の
ト
ー
ク

シ
ョ
ー
を
開
催
。（
先
着
30
人
・
要
申
込
）

■
日
時　

２
月
21
日（
土
）10
時
～
12
時

■
場
所　

旧
萬
代
家
離
れ
（
下
竪
小
路

１
０
９
）

大
路
小
路
ま
ち
・
ひ
と
づ
く
り
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
火
曜
休
み
）

　

☎
０
８
３
‐
９
２
０
‐
９
２
２
０

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　　

蔵
書
点
検
を
実
施
す
る
た
め
、次
の
期
間
、

小
郡
・
徳
地
図
書
館
を
休
館
し
ま
す
。
休
館

中
の
本
の
返
却
は
、小
郡
図
書
館
は
玄
関
横
、

徳
地
図
書
館
は
玄
関
に
設
置
し
て
い
る
ブ
ッ

ク
ポ
ス
ト
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
休
館
期
間　

小
郡
図
書
館
…
2
月
3
日 

（
火
）～
11
日（
水
・
祝
）／
徳
地
図
書
館
…

2
月
16
日（
月
）
～
23
日（
月
）

 

小
郡
図
書
館

　

☎
０
８
３
‐
９
７
３
‐
０
０
９
８

　

徳
地
図
書
館

　

☎
０
８
３
５
‐
５
２
‐
０
０
４
３

　

本
を
紹
介
し
あ
う
ゲ
ー
ム
「
ビ
ブ
リ
オ
バ

ト
ル
」
を
観
戦
し
ま
せ
ん
か
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
歴
史
」
で
す
。
観
戦

者
に
は
チ
ャ
ン
プ
本
（
優
勝
本
）
を
決
め
る

投
票
権
が
あ
り
ま
す
。申
込
は
不
要
で
す
が
、

開
始
５
分
前
に
お
集
ま
り
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

２
月
14
日（
土
）14
時
～
15
時
30
分

■
場
所　

山
口
情
報
芸
術
セ
ン
タ
ー
ワ
ー
ク

ス
ペ
ー
ス
（
１
階
）

 

中
央
図
書
館
友
の
会
「
ト
ネ
リ
コ
」

事
務
局
中
村
さ
ん

　

☎
０
８
３
‐
９
２
０
‐
０
３
１
１

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

NHK 山口放送局と山口市では、大河ドラマ「花燃ゆ」をテーマに「花燃ゆ♪クラ

シック」を実施します。このコンサートでは、ドラマ出演者による撮影舞台裏トーク
に加え、NHK 交響楽団メンバーや、萩市にある『日本最古のピアノ』の演奏で、
ドラマのテーマ曲や幕末志士たちが生きた 19 世紀の音楽などをお楽しみいただき
ます。観覧をご希望の方は次の要領でお申し込みください。



14市報やまぐち　2015 年（平成 27 年）２月 1 日号15 市報やまぐち　2015 年（平成 27 年）２月 1 日号

冨
永
嘉
子

輝く人
vol.20

徳
地
和
紙
を
使
っ
た
「
紙
人
」
作
家

「
徳
地
の
和
紙
を
広
め
た
い
」

徳
地
和
紙
で
作
っ
た
人
形
に
命
を
吹
き
込
み
続
け
る

写真右は駒子人形作り教室に
通っていた頃に作製した駒子人
形。写真左は冨永さんが作製し
た「紙人」。

綿等で身体の骨格を作り、和紙を着せて
いく。暖かみがあり、躍動感のある一瞬
を捉えた作品ができあがる。（写真左）

冨
とみなが

永嘉
よ し こ

子　さん

山口市楠木町在住。駒子人形の
師範。現在は徳地和紙で作った
紙人形「紙人」を作製し、県内
外の展覧会で展示するなど、徳
地和紙の普及にも尽力している。

　

広
報
広
聴
課　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
５
３

インタビューの模様は C-able テレビ「発見 ! やまぐち このまちに愛たい」の中で放送（2 月 16日～ 28日）

　おから・・・・・・・・・・200g
　すし酢・・・・・・・・・・20ml
　ブロッコリー・・・・・・1/4 株
　玉ねぎ・・・・・・・・・1/4 個
　きゅうり・・・・・・・・・1/4 本
　ミニトマト・・・・・・・・・4 個
　ゆで卵・・・・・・・・・・・１個
　ツナ・・・・・・・1/2 缶（40g）
　マヨネーズ・・・・・・・・80g
　レタス・・・・・・・・・・・・４枚

材料（４人分）

作り方

　おからをフライパンで
乾煎りし、温かいうちに
すし酢をかけて混ぜてお
く。

　ブロッコリーは小房に
分けてゆでる。玉ねぎ、
きゅうりは薄くスライス
し塩水にしばらくつけて、
しぼる。

2 　ミニトマトは 6 等分の
くし形切りにする。ゆで
卵は細かく切る。ブロッ
コリーが大きければ小さ
くほぐす。

3 　①②③とツナをボウル
に入れて、マヨネーズで
あえる。皿にレタスを敷
き、その上にのせる。

4

おからっふるサラダ

■問い合わせ　健康増進課 ☎ 083-921-2666

　忙しい朝でも簡単！

ごはん・パンに
合うおかず

昨年度、「第８回ぼく・わたしのお料理コンクール」で、小・中学生
が考えた、ごはん・パンに合うおかずのうち、入賞作品を紹介します。

名前のとおり、おからを使

い、カラフルに仕上げたと

ころです。

審査員

すし酢を使い、塩や砂糖などの調味料

を使わずに仕上げたことで、簡単かつ

おいしく仕上がっていた。おからをたく

さん使っているのに口当たりも良い。

藤
ふ じ た

田萌
も か

楓さん（平川小５年）の作品（受賞時の学年）

工夫したところ

１

表
紙
写
真
か
ら

“
移
動
も
楽
し
く
” 

公
共
交
通
を
利
用
し
よ
う
！

　

表
紙
の
写
真
は
、
防
長
交
通
㈱
の
バ
ス
車
内

の
様
子
で
す
。
通
院
で
バ
ス
を
い
つ
も
利
用
し
て

い
る
と
い
う
お
二
人
は
、
通
院
と
い
う
共
通
点
か

ら
会
話
が
は
ず
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
地
ま
で
楽

し
い
ひ
と
と
き
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

　

撮
影
の
た
め
乗
車
し
た
日
は
、
通
院
以
外
に

も
、
買
い
物
や
友
人
と
温
泉
に
行
く
方
な
ど
、

多
く
の
方
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
よ
く
バ
ス
を

利
用
す
る
と
い
う

仁
保
在
住
の
女
性

は
「
高
齢
者
に

と
っ
て
バ
ス
は
と

て
も
大
切
な
存

在
。
70
歳
以
上
は

福
祉
優
待
バ
ス
乗

車
証
が
使
え
、
一

律
料
金
で
気
軽
に
バ
ス
を
利
用
で
き
る
か
ら
あ

り
が
た
い
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

近
年
、
マ
イ
カ
ー
の
普
及
に
よ
り
公
共
交
通

の
利
用
者
が
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
車
を
利
用

で
き
な
い
時
や
運
転
が
難
し
い
高
齢
者
等
に

は
、
バ
ス
や
電
車
と
い
っ
た
公
共
交
通
機
関
が

必
要
不
可
欠
で
す
。
市
で
は
、
車
に
頼
り
す
ぎ

な
い
ま
ち
を
め
ざ
す
取
り
組
み
と
し
て
、
２
月

14
日
～
20
日
を
「
市
民
公
共
交
通
週
間
」
と
し
、

公
共
交
通
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
機
会

に
、
バ
ス
や
電
車
な
ど
を
利
用
し
て
お
出
か
け

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
問
い
合
わ
せ　

交
通
政
策
課

　

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
２
９

移動中目を離さず子守できる
のも公共交通の魅力の一つ

■
思
い
を
形
に

　

徳
地
和
紙
に
囲
ま
れ
た
三
畳
一
間
の
部
屋
か

ら
真
っ
白
な
人
形
が
生
ま
れ
て
い
る
。
和
紙
特

有
の
暖
か
み
の
あ
る
質
感
か
ら
、
血
が
通
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
楠
木
町
で
徳
地
和
紙
を
使
っ
て

「
紙か

み
び
と人
」
と
呼
ば
れ
る
紙
人
形
を
作
って
い
る
の

は
、
紙
人
形
作
家
の
冨
永
嘉
子
さ
ん
だ
。

　

冨
永
さ
ん
は
、
２８
歳
の
時
に
駒
子
人
形
教
室

に
通
い
、
紙
人
形
の
作
り
方
を
学
ん
だ
。
駒
子

人
形
は
石
垣
駒
子
さ
ん
が
50
年
ほ
ど
前
に
確
立

し
た
紙
人
形
の
１
つ
で
、
た
く
さ
ん
の
お
弟
子
さ

ん
が
全
国
に
い
る
。
冨
永
さ
ん
も
そ
の一
人
で
、

師
範
ま
で
上
り
詰
め
た
が
、
10
年
を
区
切
り
に

教
室
を
辞
め
た
。

　
「
せ
っ
か
く
和
紙
で
作
る
の
だ
か
ら
、
も
っ
と

動
き
の
あ
る
人
間
ら
し
い
作
品
を
作
り
た
か
っ

た
」。
冨
永
さ
ん
は
、
人
形
に
針
金
を
入
れ
て

細
か
な
動
き
を
作
る
事
で
動
き
を
表
現
す
る
方

法
を
編
み
出
し
た
。
し
か
し
必
要
以
上
に
顔
に

表
情
を
付
け
な
い
。「
見
た
人
に
よ
っ
て
い
ろ
ん

な
物
語
が
連
想
し
て
も
ら
え
る
か
ら
」
と
語
る
。

■
徳
地
和
紙
の
存
続
へ

　

冨
永
さ
ん
は
徳
地
和
紙
し
か
使
用
し
な
い
。

「
私
の
事
は
知
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
良
い
け
ど
、

私
の
作
品
を
通
し
て
徳
地
和
紙
の
良
さ
を
皆
さ

ん
に
知
って
も
ら
って
、
徳
地
和
紙
が
存
続
し
続

け
て
欲
し
い
か
ら
」
と
徳
地
和
紙
に
こ
だ
わ
る

理
由
を
話
す
。
こ
の
コ
メ
ン
ト
の
背
景
に
は
、
徳

地
和
紙
が
衰
退
し
て
い
る
現
状
への
危
機
感
や
、

今
自
分
が
盛
り
上
げ
な
け
れ
ば
と
い
う
心
意
気

が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

　

冨
永
さ
ん
は
徳
地
和
紙
の
窮
状
の一因
と
し
て
、

「
後
継
者
が
い
な
い
の
は
、
手
間
の
か
か
る
手
漉

き
和
紙
の
代
価
と
収
入
が
伴
わ
な
い
か
ら
」
と

話
す
。
徳
地
和
紙
の
存
続
に
は
「
一
人
で
も
多

く
の
方
に
使
って
も
ら
う
こ
と
。
そ
の
た
め
に『
紙

人
』
を
通
し
て
徳
地
和
紙
の
魅
力
を
伝
え
て
、

徳
地
和
紙
に
関
心
を
持
って
頂
き
た
い
と
思
って

い
る
」。
冨
永
さ
ん
の
思
い
が
いっ
ぱ
い
詰
ま
っ
た

「
紙
人
」
が
今
に
も
語
り
か
け
て
来
る
よ
う
だ
。

受賞のポイント
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イベント名（開催地域）
問い合わせ先（電話番号）

開催日
（曜日）

イベントカレンダー
※開催場所・時間など、詳細はお問い合わせください。

市公共交通ふれあいフェスタ
（白石）

交通政策課（☎ 083-934-2729）

5
（木）

市美術展覧会（～ 15日）
（白石）

文化政策課
　　　　（☎ 083-934-2717）

市民ロードレース大会
（秋穂二島）

生涯学習・スポーツ振興課
（☎ 083-934-2874）

第 7 回やまぐち新進アーティ
スト大賞最終選考ノミネート
作品展（～ 8 日）         （大殿）
文化政策課

（☎ 083-934-2717）

阿知須のひなもんまつり＆ぷ
ち街角ぎゃらりー（～ 11 日）               

（阿知須）
実行委員会 （☎ 0836-65-2129）

【いぐらの館 関連イベント】
南京玉すだれを楽しもう！（7 日）
箏コンサート（8 日）
阿知須「いぐらの館」 
　              （☎0836-65-2403）7

（土）

21
（土）

8
（日）

2・3月

1
（日）

山口県読売駅伝 2015
（小郡、吉敷）

山口陸上競技協会事務局
（☎ 083-920-6125）

20
（金）

15
（日）

市内一斉ノーマイカーデー
（市内全域）

交通政策課（☎ 083-934-2729）

11
（水・祝）

全日本実業団ハーフマラソン大会
（吉敷、湯田、白石、大殿、大内）
山口陸上競技協会事務局

（☎ 083-920-6125）

（土）
／3 7

　

ま
だ
ま
だ
寒
さ
厳
し
い
日
が
続
い
て
い
ま

す
。
風
邪
な
ど
召
さ
れ
な
い
よ
う
に
体
調
管

理
に
は
十
分
に
お
気
を
付
け
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。　

　

さ
て
、
１
月
１１
日
に
成
人
式
を
開
催
い
た

し
ま
し
た
。
約
２
０
０
０
人
の
皆
さ
ん
が
新

成
人
と
し
て
、
新
た
な
門
出
を
迎
え
ら
れ
ま

し
た
。
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

成
人
式
は
、
新
た
な
門
出
を
お
祝
い
す
る

と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
支
え
て
く
だ
さ
っ
た

家
族
や
地
域
の
方
々
に
感
謝
し
、
そ
し
て
、

自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
地
域
を
見
つ
め
直
す

良
い
機
会
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
地
域
は
、
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化

の
進
展
、
人
間
関
係
の
希
薄
化
な
ど
、
多
く

の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
市

民
の
皆
さ
ん
が
知
恵
と
力
を
結
集
し
て
課
題

の
解
決
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
山
口
を
「
活
気
」
溢
れ
る
賑
わ

い
の
ま
ち
に
す
る
た
め
に
は
、
若
い
世
代
の

皆
さ
ん
の
力
が
必
要
で
す
。
新
成
人
の
皆
さ

ん
、
若
き
力
で
愛
す
る
故
郷
や
ま
ぐ
ち
を
一

緒
に
盛
り
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

山
口
市
長

「山口市景観写真コンテスト」
応募作品の展示および市民投
票（～ 5 日）
（白石、小郡、秋穂、阿知須、

徳地、阿東）
都市計画課

（☎ 083-934-2831）

やまぐち維新さんぽ     （大殿）
大路ロビー （☎ 083-920-9220）
※ 21 日以降常時実施。詳細は

12 ページをご覧ください。

あじすふれあいフェスティバル            
（阿知須）

阿知須地域交流センター
　              （☎0836-65-2022）

やわから写真展～時間旅行～
（～ 8 日）

（大殿）
山口市菜香亭

（☎ 083-934-3312）

14
（土）

あしたへ

トライ
成人式を迎えて

一昨年の様子


