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青空に泳ぐ、鯉のぼり 

 「山陰 長門・俵山道路」の長門湯本
温泉ＩＣ付近で、青空に泳ぐ鯉のぼり
を見ることができます。 
毎年、初夏の風物詩となっており、

道行く人を楽しませています。 
鯉は、立身出世のシンボルで鯉が滝

を昇って龍となる「登竜門」に由来。 
健康で元気に成長してほしいと、愛

情を込めて将来を願う思いが込められ
ています。 



 
 

 

    
 

 
 

    
 
 

 

                         
 

 

                                
 

    

                            
 

       

  
                           

          

深
川
幼
稚
園
で
は
、
休
耕
田
を
有
効
活
用
し
た
様
々

な
保
育
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
年
も
、
ひ
ま
わ

り
迷
路
を
作
る
た
め
に
、
園
児
た
ち
が
種
ま
き
に
挑
戦

し
ま
し
た
。
園
児
た
ち
が
畑
に
指
で
穴
を
開
け
、
３
粒
ず

つ
植
え
つ
け
ま
し
た
。
昨
年
は
、
強
風
の
影
響
で
ヒ
マ
ワ
リ

が
倒
れ
ま
し
た
が
、
今
年
は
「
し
っ
か
り
成
長
し
て
ほ
し

い
」と
願
い
を
込
め
て
植
え
つ
け
ま
し
た
。 

 

「
早
く
大
き
く
な
っ
て
ね
」 

園
児
が
ひ
ま
わ
り
の
種
ま
き 

 

毎
年
恒
例
、
深
川
川
に
稚
鮎
の
放
流 

 
 

 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
負
け
ず 

 
 

 
 

 
 

 

青
空
教
室
で
勉
強
会 

 

５
月
14
日
（
木
）
深
川
川
漁
業
協
同
組
合
員
が
、

稚
鮎
１
万
５
千
匹
を
、
長
寿
橋
下
流
の
河
川
敷
近
く
の

深
川
川
に
放
流
し
ま
し
た
。
４
月
20
日
に
も
第
１
回

目
の
放
流
と
し
て
４
万
匹
を
放
流
し
て
い
ま
す
。 

 

例
年
、
こ
の
事
業
は
稚
鮎
の
放
流
に
併
せ
て
、
地
元

小
学
生
に
よ
る
放
流
体
験
と
川
の
役
割
を
学
ぶ
勉
強

会
を
兼
ね
て
い
ま
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
を
考
慮
し
て
、
小
学
生
参
加
は
中
止
と
な
り
、

組
合
員
10
名
が
参
加
し
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
放
流

は
、
深
川
川
の
15
箇
所
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
ふ
る
さ
と
の
川
を
美
し
く
守
ろ
う
」 

 

大
上
会
長
は
「
こ
こ
２
、
３
年
天
然
鮎
の
遡
上
が
見

受
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
今
年
は
か
な
り
の
天
然
鮎
が

遡
上
し
て
い
る
の
を
会
員
が
確
認
し
て
い
る
。
６
月
１

日
が
解
禁
日
と
な
っ
て
い
る
。
早
く
大
き
く
な
っ
て
、

釣
り
客
を
楽
し
ま
せ
て
ほ
し
い
。」
と
話
し
ま
す
。 

 

今
月
の
お
す
す
め
の
果
物
は
「
メ
ロ
ン
」
で
す 

植
物
学
上
で
は
ウ
リ
科
キ
ュ
ウ
リ
属
の
野
菜
で
す
が
流

通
は
果
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
「
果
実
的
野
菜
」
で
す
。
メ

ロ
ン
に
は
血
圧
を
安
定
さ
せ
る
カ
リ
ウ
ム
、
便
秘
の
改
善

の
食
物
繊
維
が
含
ま
れ
ま
す
。 

ネ
ッ
ト
系
は
指
で
押
し
て
や
や
柔
ら
か
い
物
、
ネ
ッ
ト

無
し
は
甘
い
香
り
が
出
て
き
た
ら
食
べ
頃
の
サ
イ
ン
で

す
。
冷
や
し
過
ぎ
る
と
甘
み
が
落
ち
る
の
で
常
温
で
保
存

し
ま
し
ょ
う
。
私
は
熊
本
県
の
肥
後
グ
リ
ー
ン
メ
ロ
ン
が

甘
く
て
値
頃
で
好
き
で
す
。 

色
ん
な
種
類
で
食
べ
比
べ
て
も 

楽
し
い
で
す
ね
。 

一昨年の「ひまわり迷路」 

ひ
ま
わ
り
は
、
キ
ッ

ズ
ス
マ
イ
ル
と
言
う
品

種
で
高
さ
が
１
ｍ
に
成

長
。
園
児
の
目
線
に
花

が
咲
き
、
花
に
囲
ま
れ

な
が
ら
「
ひ
ま
わ
り
迷

路
」を
楽
し
む
こ
と
が
で

き
る
そ
う
で
す
。 

 

松野園長は、休耕田の活用として、園児

たちの屋外での楽しい遊び場を確保し、さら

には、色々な野菜の植え付けから収穫まで

の農業体験をしっかりさせながら、食育の大

切さを学ぶ場としても活用しています。 

 

野
菜
ソ
ム
リ
エ 

佐
藤
顕
吾
の 

旬
食
材
の
豆
知
識 

 

赤
崎
山
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
、
ビ
デ
オ
通
話
を

勉
強
す
る
会
員 

 

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
で
、

公
民
館
が
長
期
に
休
館
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
登
録
団
体
の

「
た
の
し
い
ス
マ
ホ
」
の
会
が

赤
崎
山
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
、
青
空

勉
強
会
を
実
施
し
ま
し
た
。 

 

津
田
会
長
の
発
案
で
、
感
染

防
止
に
注
意
し
な
が
ら
、
半
分

ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
の
勉
強
会
。

ス
マ
ホ
を
使
い
、
ラ
イ
ン
を
活

用
し
た
ビ
デ
オ
通
話
の
や
り

方
を
講
師
か
ら
教
え
て
も
ら

い
、
お
互
い
距
離
を
保
ち
な
が

ら
会
話
を
楽
し
み
ま
し
た
。 



                                      

  
 
 
 

                            

 

       

                                  
 
 
 

 
 

 
 
  

 

  
 
 
 
 

                           

 

例
年
５
月
上
旬
に
は
、
妙
見
祭
と
船
祭
の
海
上

パ
レ
ー
ド
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、
地
元
の

お
祭
り
と
し
て
定
着
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
の
た
め
、
お
祭
り
が
中
止
と

な
り
妙
見
山
の
妙
現
神
社
に
お
い
て
、
神
事
の
み

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

当
日
の
餅
ま
き
も
中
止
と
な
っ
た
の
で
、
湊
ま

つ
り
を
主
催
す
る
県
漁
協
湊
支
店
と
湊
地
区
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
の
方
々
が
、
紅
白
餅
600
個
を
深
川

幼
稚
園
と
み
の
り
保
育
園
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
し

た
。
代
表
者
の
方
は
「
地
元
の
子
ど
も
た
ち
に
喜

ん
で
も
ら
い
、
来
年
は
ぜ
ひ
お
祭
り
に
来
て
も
ら

い
た
い
」
と
思
い
を
語
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

【
人
物
紹
介
】「
そ
う
ぞ
う
な
が
と
」
投
稿
者 

 
 

―
祝
・
110
号
発
行
― 

 

藤
井
文
則
氏 

 
恒
例
の
妙
見
祭
、
コ
ロ
ナ
対
策
で
中
止 

 
 

 
 

 

園
児
に
お
餅
を
プ
レ
ゼ
ン
ト 

向
津
具
に
注
目
！ 

本
郷
遺
跡
・
本
郷
山
崎
遺
跡 

 
 
 

伝
え
た
い
「
ふ
る
さ
と
深
川
」 

 

平
成
23
年
5
月
号
か
ら
当
時
の
文
化
財
保
護
指
導
員
磯
谷

氏
が
1
年
間
担
当
さ
れ
、
そ
れ
以
来
8
年
間
私
が
担
当
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
時
代
も
平
成
か
ら
令
和
と
な
り
令
和

2
年
6
月
号
で
110
回
の
発
行
と
な
り
ま
し
た
。 

 

長
門
市
中
央
公
民
館 

財
満
館
長
を
は
じ
め
、
関
係
す
る
皆
様

の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
乍
ら
、
記
念
号
と
し
て
掲
載
す
る
よ
う
、

依
頼
さ
れ
ま
し
た
。 

 

こ
こ
ま
で
来
ら
れ
た
の
は
、
先
人
達
が
郷
土
文
化
を
伝
え
る

為
に
努
め
ら
れ
た
お
陰
で
す
。 

特
に
故
大
石
正
信
先
生
の
地
道
な
研
究
が
、
長
門
郷
土
文
化

研
究
会
発
行
著
書
『
ふ
る
さ
と
の
石
仏
』『
長
門
の
い
し
ぶ
み
』

に
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
全
国
的
に
も
誇
れ
る
著

書
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
旧
市
内
を
自
ら
の
足
で
丹
念
に
歩
き

調
査
さ
れ
た
汗
の
結
晶
そ
の
も
の
で
す
。 

 

深
川
地
区
に
は
、
誇
れ
る
文
化
等
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
を
一
つ
ひ
と
つ
掲
載
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

掲
載
す
る
に
あ
た
っ
て 

次
の
事
項
に
心
が
け
て
い
ま
す
。 

１ 

自
ら
現
地
に
赴
き
、
写
真
を
撮
る
。 

２ 

未
知
の
分
野
に
も
挑
戦
す
る
。 

３ 

１
～
２
行
ほ
ど
、
自
ら
の
言
葉
を
記
載
す
る
。 

４ 

取
材
地
域
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
意
す
る
。 

不
明
時
に
は
、
地
域
方
々
の
お
知
恵
を
お
借
り
し
て
毎
月
楽

し
く
取
り
組
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

今
後
と
も
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

山
口
県
の
考
古
学
の
通
説
が
変
わ
る
ほ
ど
の
大

発
見
が
＜
向
津
具
で
あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
知
の
方

も
多
い
で
し
ょ
う
。 

一
昨
年
の
「
本
郷
遺
跡
・
本
郷
山
崎
遺
跡
」
発
掘

の
こ
と
で
す
。
こ
の
た
び
や
っ
と
長
門
市
で
そ
の
発

掘
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

従
来
、
弥
生
時
代
の
稲
作
は
山
陽
側
を
中
心
に
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
山
陰
側
で
も

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
ま

し
た
。 

縄
文
時
代
晩
期
の
土
器
片
や
県
内
最
多
の
祭
祀

土
器
な
ど
、
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
へ
と
時
代
が

移
っ
て
い
く
様
子
を
そ
の
発
掘
品
を
通
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
も
の
で
す
。 

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
本
物
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
古

代
の
長
門
人
へ
想
い
を
馳
せ
て
く
だ
さ
い
。 

展
示
期
間
は
６
月
２１
日
（
日
）
ま
で
、
な
が
と
歴

史
民
俗
資
料
室
に
て
開
催
中
（
開
館
時
間
は
９
時
か

ら
１７
時
ま
で
）
土
日
祝
日
も
開
館
し
て
い
ま
す
。 

 

 

 深川幼稚園では、芝生が張られた園庭にお

いて、園児 48人に餅まきが実施されました。 

園児達は、拾ったお餅を自慢げに見せなが

ら「お母さんに持って帰る」と嬉しそうに話

していました。 

 

写
真
は
、
藤
井
文
則
氏 

（
萩
焼
名
匠
泥
平
の
墓
）

を
調
査
中 

◇問い合わせ◇ 

 ながと歴史民俗資料室 

     ℡ 23-1264 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

伝
え
た
い
「
ふ
る
さ
と
深
川
」
シ
リ
ー
ズ
110 

 
 

萩
焼
深
川
窯
作
品
寄
贈 

寄
贈
者 

安
堂
繁
美
氏 

 
 

平
成
29
年
１
月
31
日
、
周
南
市
在
住
の
安
堂
繁
美
氏
か
ら
萩
焼
深
川
窯

作
品
147
種
類
299
作
品
を
長
門
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。 

 

安
堂
氏
は
、
20
代
の
頃
か
ら
、
深
川
窯
作
品
の
魅
力
に
惹
か
れ
て
60
年

間
蒐
集
を
続
け
て
来
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
の
理
由
は
「
山
海
を
中
心
と
し
た
デ
ザ
イ
ン
が
優
れ
て
い
て
、
使
い

易
く
丈
夫
で
民
衆
に
根
差
し
た
す
ば
ら
し
い
作
品
で
す
。
深
川
窯
の
特
徴

で
あ
る
サ
メ
肌
や
ト
カ
ゲ
釉
薬
を
使
っ
た
日
常
生
活
に
か
か
せ
な
い
も
の

で
、
温
も
り
が
あ
り
今
の
世
で
も
通
用
す
る
魅
力
あ
る
作
品
で
す
。」 

 

日
常
使
用
さ
れ
る
作
品
だ
か
ら
こ
そ
、
完
全
な
型
で
現
存
し
て
い
る
の

は
困
難
な
の
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
時
間
と
の
勝
負
で
し
た
。
萩
焼
深
川
窯

作
品
の
情
報
が
あ
れ
ば
、
何
処
で
も
蒐
集
に
出
か
け
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。 

 

長
門
市
で
は
、
平
成
15
年
「
萩
焼
深
川
窯
350
年
展
」
を
企
画
し
、
準
備

を
進
め
て
い
ま
し
た
。
当
時
山
口
県
立
美
術
館
長
故
河
野
良
輔
氏
は
、
安

堂
宅
を
再
々
訪
ね
て
、
安
堂
氏
の
所
有
す
る
萩
焼
深
川
窯
作
品
を
評
価
し

て
い
ま
し
た
。 

 

安
堂
氏
は
、
萩
焼
の
権
威
者
で
あ
る
河
野
先
生
に
認
め
ら
れ
、
長
年
の

夢
が
叶
っ
た
こ
と
を
大
変
喜
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

然
し
な
が
ら
、
河
野
先
生
は
体
調
を
崩
さ
れ
、
平
成
20
年
1
月
に
逝
去

さ
れ
、「
萩
焼
深
川
窯
350
年
展
」
の
企
画
も
中
止
に
な
り
ま
し
た
。 

 

安
堂
氏
の
手
元
に
、
河
野
先
生
か
ら
送
ら
れ
た
巻
紙
に
毛
筆
の
手
紙
が

大
切
に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。 山

口
県
地
方
史
学
会
理
事 

藤
井
文
則 

  

我
が
家
の
宝
子 

清水
し み ず

 椰々
や や

・結々
ゆ ゆ

 (２歳) 湊３区 

清水 裕介・亜里沙さんの長女・二女と

して、平成 30 年 2 月 27 日に誕生。 

 たくさんの言葉と歌を覚えて教えてく

れます。ケンカする事も多いですが、そ

んな時はお兄ちゃん達が間に入り、仲良

くみんなで遊んでいます。子どもたち４

人支え合って成長してほしいです。 

 

今
月
の
う
た 

山
茶
花
ク
ラ
ブ 

蝶
追
ひ
て
牧
場
の
風
に
つ
ま
ず
き
ぬ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
田 

耕
司 

硝
子
戸
に
出
会
ひ
頭
の
蝶
々
か
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貝
塚 

久
子 

幼
子
の
前
に
後
ろ
に
蝶
々
か
な 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

吉
村 

佳
子 

 
 

長
門
短
歌
会 

切
な
い
な
コ
ロ
ナ
治
ま
る
時
待
た
る 

笑
顔
あ
ふ
れ
る
人
に
会
い
た
い 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
貫 

勝
代 

「
地
球

テ

ラ

へ
」
と
い
う
高
校
時
代
に
読
ん
だ
本 

今
怖
い
ほ
ど
未
来
に
通
ず 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

原
田 

満
江 

恩
湯
開
け
藤
の
花
房
長
く
垂
れ 

老
い
も
若
き
も
令
和
の
湯
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鹿
嶋 

誠 

深川地区の人口 

世帯数 5,921（-139） 

男 性 5,887（-50） 

女 性 6,729（-130） 

 計  12,616（-180） 

（R2 年 5 月 1 日現在） 

中央公民館 ６月の行事予定 

 

10 日（水）子ども会育成連絡協議会 

      深川支部運営委員会  

25 日（木）長門市子ども会育成連絡

協議会 理事会・総会 

28 日（日）第２回パター・de・ビン

ゴ大会【中止】 

編
集
後
記 

「
新
た
な
生
活
様
式
で
！
」 

 

緊
急
事
態
宣
言
が
、
５
月
14
日
に

39
県
で
解
除
さ
れ
ま
し
た
。
▼
こ
れ

に
伴
い
、
公
民
館
も
25
日
か
ら
開
館

と
な
り
ま
し
た
。
▼
全
国
各
地
で
コ

ロ
ナ
対
策
に
取
組
み
、
新
た
な
日
常

を
取
り
戻
す
ス
タ
ー
ト
の
日
で
も
あ

り
ま
す
。
▼
今
、
自
粛
を
緩
め
れ
ば

感
染
拡
大
の
第
２
波
を
招
く
恐
れ
も

あ
り
ま
す
。
▼
段
階
的
に
日
常
の
暮

ら
し
や
活
動
を
取
り
戻
し
て
、
終
息

へ
の
道
に
向
け
て
、
一
人
々
が
努
力

を
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
▼
「
新

し
い
生
活
様
式
」
を
徹
底
し
て
！ 

 
 

萩焼深川窯作品 

ビラ掛け水注ぎ 

安堂繁美氏 

（萩焼深川窯 

作品寄贈者） 


