
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

西西のの菜菜時時記記  
平成２８年３月３１日発行 
第４０号 
 
発行元：山口市菜香亭 
指定管理者 
特定非営利活動法人 
歴史の町山口を甦らせる会 

 

山口市菜香亭だより 

 
◆山口市菜香亭：〒753-0091 山口市天花１丁目２番７号 TEL：083-934-3312 FAX：083-934-3360◆ 

 

春と菜香亭     菜香亭初代館長 福田礼輔 
     
毎年春が来ると、旧菜香亭では板前氏やお手伝いの女性たちが瀬戸内へ潮干狩に出かけることがあり、

料理に数々の貝が並んだ。明治以来菜香亭の料理は山口のふるさと料理、ちしゃなます、いとこ煮など料

理の素材のすべてが身近であり、季節を感じさせるものであった。 

瀬戸内の陽光を浴びて育った格別甘味のあるワケギも、この時季のヌタ和えに合わせるのは、やはりイ

カではなくて旬のアサリである。店の客に瀬戸内の貝料理が振る舞われはじめると菜香亭を包む山口盆地

も春たけなわ。 

１５０畳敷大広間の東側に植えられた秋田フキも見事に連なって若芽を並べ、それが「おごうさん」の

店自慢であったこともなつかしい。 

現在でも旧菜香亭から移植された北庭の隅にある秋田フキの芽吹きに思い出を重 

ねる人も多い。 

現在、移築後の菜香亭からも、明治、大正、昭和の面影があざやかに並ぶ扁額 

と畳表に伝わる顧客の足音にも偲ばれる。 

明治から昭和まで政治家や文化人も菜香亭で交わした山口ことばによる数々の 

話しの盛り上げ役には四季折々の郷土料理の存在も大きかったであろう、 

文化サロン菜香に春が香る。 

 

特集：１５０年前の四境戦争 

山口市菜香亭ご利用案内 その 2８ 

◆菜香亭市民ギャラリー出展作品紹介・予定表◆ 

＜市民ギャラリー出展作品の紹介＞ 

 

出展ご希望の方は、 

２ヶ月前までにお申し出ください。 

※ご利用について内面に詳しく掲載しています。 

絶
体
絶
命
・
滅
亡
必
至
の
戦
い 

四
境
戦
争 

 (お問い合わせ)   
TEL : 083-934-3312   
FAX : 083-934-3360 

こ
の
状
況
を
豊
富
な
人
材
が
救
い
ま
し
た
。
対
幕
の
指
揮
を
と
っ
た
桂
小
五
郎
、
軍

事
を
指
導
し
た
大
村
益
次
郎
、
海
軍
を
率
い
た
高
杉
晋
作
、
歴
戦
で
経
験
を
積
ん
だ
奇

兵
隊
諸
隊
・
海
軍
の
兵
士
、
英
国
か
ら
帰
っ
て
き
た
井
上
馨
・
伊
藤
博
文
、
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
と
っ
た
毛
利
敬
親
・
元
徳
の
藩
主
父
子
に
、
莫
大
な
戦
費
を
捻
出
し
た
財
政

官
僚
。
み
な
が
率
先
し
て
勝
つ
た
め
の
手
立
て
を
何
で
も
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
奇
跡

の
勝
利
を
呼
び
込
ん
だ
の
だ
と
お
も
い
ま
す
。 

戦
う
体
制
を
つ
く
れ 

し
き
ょ
う
せ
ん
そ
う 

 

幕
府
が
も
た
も
た
し
て
い
る
間
に
長
州
藩
は
着
々
と
準
備
を
進
め
ま
し
た
。 

戦
う
に
は
武
器
が
要
り
ま
す
。
圧
倒
的
な
少
人
数
で
勝
つ
に
は
西
洋
の
優
秀
な
武

器
が
大
量
に
必
要
で
す
。
そ
こ
で
井
上
馨
と
伊
藤
博
文
が
長
崎
に
派
遣
さ
れ
、
グ
ラ

バ
ー
を
介
し
て
大
量
に
銃
を
購
入
。
農
兵
隊
に
い
た
る
ま
で
藩
内
に
配
り
ま
し
た
。 

西
洋
の
新
式
兵
器
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
み
あ
っ
た
戦
術
と
兵
士
が
い
な
け
れ
ば

意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
大
村
益
次
郎
が
軍
事
教
育
を
指
導
し
ま
し
た
。 

西
洋
兵
器
を
使
い
こ
な
せ 

迫
り
く
る
征
長
軍
は
十
万

人
。
迎
え
る
長
州
藩
軍
は
わ
ず

か
五
千
人
。
一
人
で
二
十
人
の

敵
を
相
手
に
戦
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
計
算
で
す
。
現
在
の

私
た
ち
は
長
州
藩
が
勝
っ
た

と
い
う
歴
史
を
知
っ
て
い
ま

す
か
ら
勝
つ
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
と
お
も
い
が
ち
に
な
り

ま
す
が
、
当
時
は
誰
も
が
長
州

藩
が
負
け
る
と
お
も
っ
て
い

ま
し
た
。
長
州
藩
軍
は
負
け

て
、
藩
士
は
み
な
討
死
、
城
は

焼
け
落
ち
る
と
い
う
の
が
大

方
の
予
想
で
し
た
。
高
杉
晋
作

で
す
ら
、
戦
場
で
必
ず
死
ぬ
と

覚
悟
し
て
出
陣
し
ま
し
た
。
絶

望
的
な
戦
い
だ
っ
た
の
で
す
。 

〈平成２８年度 市民ギャラリーの予定〉 ４・５・６月 

月日 時間 タイトル 主催者 

６/11 

～12 

９時～１７

時 (最終日の
み 16 時まで） 

ひろまり絵画教室展 

～創造性豊かな山口の子どもたち

～ 

ひろまり絵画

教室 
 

 

西
洋
の
軍
事
知
識
を
も
と
に
教
科
書
を
作

り
、
教
え
、
テ
ス
ト
し
、
四
か
月
で
隊
長
ク

ラ
ス
を
育
て
ま
し
た
。 

兵
士
も
連
日
軍
事
教
練
を
う
け
、
一
人
一

人
が
作
戦
を
理
解
し
、
各
個
人
ご
と
に
行
動

す
る
散
兵
戦
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
ま
し
た
。 

兵
士
は
大
将
の
命
令
で
動
く
だ
け
だ
っ
た

の
を
、
兵
士
自
身
が
考
え
て
動
く
よ
う
に
変

え
た
こ
と
は
勝
利
の
原
因
と
な
り
ま
し
た
。 

ProjectReYamaguchi vol．2 かなでの旅路 in やまぐち 
―Yan 山口アートネットワーク―  1/６～1/10 

 

いぬのはなし PartⅡin 山口 
―正札和誇―  ３/４～３/６ 

２６～８/３１ 
 

 

てぬぐい展 ～山口のてぬぐい～ 
―山口県立大学文化創造学科― １/22～１/24 

 

 

長
州
征
伐
は
二
回
あ
り
ま
し
た
。
一
回
目
は
家
老
切
腹
、
藩
主
父
子
の
謹
慎
と

長
州
藩
が
謝
罪
し
ま
し
た
。
し
か
し
幕
府
の
老
中
は
、
そ
ん
な
謝
罪
で
は
許
せ
な

い
、
も
っ
と
厳
し
い
罰
を
と
、
こ
の
二
回
目
の
長
州
征
伐
と
な
り
ま
し
た
。 

桂
小
五
郎
（
当
時
は
木
戸
貫
治
）
は
、
藩
が
つ
ぶ
れ
て
も
正
義
を
貫
く
と
徹
底

抗
戦
を
主
張
。
奇
兵
隊
諸
隊
、
家
臣
団
か
ら
選
抜
さ
れ
た
干
城
隊
、
農
兵
隊
、
家

臣
団
を
編
成
し
な
お
し
た
隊
を
、
山
口
藩
庁
が
統
率
す
る
体
制
を
整
え
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
敵
で
も
あ
っ
た
薩
摩
藩
と
同
盟
を
結
び
ま
し
た
。 

薩
摩
藩
は
征
長
軍
に
加
わ
ら
な
い
、
長
州
征
伐
が
起
き
て
も
参
加
し
な
い
と
約

束 

 

慶
応
２
年
（
１
８
６
６
）
は
、
長
州
藩
と
、
長
州
藩
の
勢
い
を
抑
え
よ
う
と
す
る
幕

府
や
幕
府
方
の
諸
藩
と
の
戦
い
で
明
け
暮
れ
ま
し
た
。
こ
の
戦
い
の
こ
と
を
教
科
書
で

は
「
第
二
次
長
州
征
伐
」
と
い
い
、
山
口
県
で
は
「
四
境
戦
争
」
と
い
い
ま
す
。
長
州

藩
が
他
藩
と
接
し
て
い
る
藩
境
は
四
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
境
で
征
長
軍
（
幕

府
と
諸
藩
の
連
合
軍
）
と
戦
っ
た
の
で
四
境
戦
争
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

し
て
く
れ
ま
し
た
。 

幕
府
は
薩
摩
藩
の
軍
事
力
を
あ
て
に
し
て

い
ま
し
た
か
ら
困
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
諸
藩
か

ら
ま
た
征
伐
す
る
の
は
筋
が
通
ら
な
い
と
反

対
さ
れ
、
進
軍
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。 

桂小五郎 
（県立山口博物館所蔵） 
 

笑顔の輪がひろがる山口 ほのぼの絵手紙展 
―山口絵手紙ぽすと倶楽部―    ３/16～３/21 

 
２６～８/３１ 

 

 

  

ＣＳ赤れんが前庭に建立された、周防明倫館
兵学寮址碑。ここで大村が教えた。 
 

せ
い
ば
つ 

 


