
平
成
二
十
六
年
十
月
、
小
田
原
市
民
会
館
会
議
室
に

て
「
文
化
資
源
発
掘
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
～
小
田
原
市
民

会
館
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
紡
ぐ
～
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
長
ら
く
小
田
原
市
民
や
近
隣
の
人
々
に
愛
さ
れ

て
き
た
小
田
原
市
民
会
館
で
す
が
、
開
館
か
ら
五
十

年
を
越
え
て
老
朽
化
が
激
し
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
新

し
く
「
芸
術
文
化
創
造
セ
ン
タ
ー
」
の
整
備
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
完
成
の
暁
に
は
、
小
田
原
や
近
隣

の
芸
術
文
化
の
創
造
拠
点
と
し
て
、
ま
ち
の
賑
わ
い

に
貢
献
で
き
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
「
文
化
資
源
発
掘
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
で

は
、
小
田
原
の
文
化
の
殿
堂
で
あ
っ
た
「
小
田
原
市

民
会
館
」
に
関
わ
っ
た
人
々
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行

い
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ

て
き
た
の
か
、
公
募
の
参
加
者
と
と
も
に
、
探
っ
て

い
く
事
業
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
か
ら
、
貴
重
な

お
話
し
を
通
し
て
「
小
田
原
の
文
化
と
は
何
か
」
を

見
つ
め
直
し
、
そ
の
思
い
を
、
次
の
時
代
に
向
け
て

受
け
継
ぎ
、
芸
術
文

化
創
造
セ
ン
タ
ー
へ

繋
い
で
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま

す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の

講
師
と
し
て
、
劇
作

家
の
篠
原
久
美
子
さ

ん
を
お
招
き
し
ま
し

た
。

篠
原
さ
ん
は
、
東
日
本
大
震
災
を
題
材
に
し
た
作
品

で
、
実
際
に
何
度
も
被
災
地
に
赴
き
、
人
々
の
話
を

丁
寧
に
聞
く
こ
と
で
、
浮
か
び
上
が
る
人
間
の
ド
ラ

マ
を
台
本
と
し
て
制
作
し
ま
し
た
。
そ
の
技
術
を
参

加
者
の
方
々
が
学
ん
だ
上
で
、
お
招
き
し
た
ゲ
ス
ト

の
方
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
ア
シ

ス
タ
ン
ト
と
し
て
、
劇
作
家
の
坂
本
鈴
さ
ん
、
有
吉

朝
子
さ
ん
も
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
全
八
回
開
催
さ
れ
、
う
ち
五
回

で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
資
料
探
し
、
時
に
は
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
歴
史
が
深
く
、
人

材
も
厚
い
小
田
原
の
文
化
。
た
く
さ
ん
の
候
補
の
中

で
、
事
業
の
主
旨
に
ご
賛
同
い
た
だ
い
た
七
名
の
方

に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

一
時
間
か
ら
一
時
間
半
程
度
、
貴
重
な
お
話
し
を
伺

い
ま
し
た
。
こ
の
ラ
イ
ブ
リ
ー
通
信
で
は
、
皆
様
に

行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
「
小
田
原
市
民
会
館
の
ス

ト
ー
リ
ー
を
紡
ぐ
」

と
い
う
観
点
か
ら
編

集
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
。

各
号
に
は
、
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
参
加
者

「
文
化
資
源
発
掘
隊

ラ
イ
ブ
リ
ー
」
の
皆

さ
ん
が
執
筆
し
た
記

事
・
コ
ラ
ム
も
掲
載

し
て
い
ま
す
。
文
化

資
源
発
掘
隊
ラ
イ
ブ

リ
ー
と
し
て
、
ま
と

め
記
事
に
関
わ
っ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

深
野
彰
さ
ん
、
神
馬
純
江
さ
ん
、
高
塩
英
芳
さ
ん
、

鈴
木
誠
一
さ
ん
、
田
代
勝
利
さ
ん
、
水
間
靖
子
さ
ん

の
６
名
は
、
小
田
原
市
の
在
住
歴
や
、
文
化
的
な
経

験
、
得
意
な
ジ
ャ
ン
ル
も
違
い
な
が
ら
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
は
「
愛
と
尊
敬
」
を
持
っ
て
傾
聴
し
て
い

た
だ
き
、
こ
の
ラ
イ
ブ
リ
ー
通
信
の
記
事
を
執
筆
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

限
ら
れ
た
回
数
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
中
で
、
調
査

し
て
も
不
明
な
点
も
残
り
ま
し
た
が
、
興
味
深
い

「
謎
」
と
し
て
現
在
も
調
査
中
で
あ
り
、
こ
の
通
信

を
読
ん
だ
方
か
ら
の
情
報
提
供
も
、
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

ち
な
み
に
『
ラ
イ
ブ
リ
ー
』
と
は
、
「
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
」
の
脱
字
で
は
な
く
、
「L

I
VE

」
「L

OV
E

」

「L
I
BR
AR
Y

」
そ
し
て
、
小
田
原
の
特
産
で
あ
っ
た

「
鰤(

ぶ
り)

」
を
掛
け
合
わ
せ
た
造
語
で
す
。

文
化
資
源
を
発
掘
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
始
ま
る
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お
だ
わ
ら
ラ
イ
ブ
リ
ー
通
信

■
第
１
回

『
市
民
会
館
の
結
婚
式
』

坂
井
輝
夫
さ
ん(

陶
芸
家)

渡
辺
弥
一
さ
ん(

市
民
会
館
食
堂

店
長)

■
第
２
回

『
市
民
会
館
の
音
楽
事
業
』

井
上
忠
彦
さ
ん(

井
上
楽
器
社
長)

露
木
一
郎
さ
ん(

シ
ャ
ム
猫
カ
ン
パ
ニ
ー
社
長)

■
第
３
回

『
五
十
嵐
写
真
館
の
物
語
』

五
十
嵐
史
郎
さ
ん(

五
十
嵐
写
真
館
三
代
目
支
配
人)

■
第
４
回

『
劇
団
こ
ゆ
る
ぎ
座
の
歩
み
』

関
口
秀
夫
さ
ん(

劇
団
こ
ゆ
る
ぎ
座
座
長)

■
第
６
回

『
小
田
原
花
柳
界
と
長
唄
』

杵
屋
六
響
さ
ん(

長
唄

唄
方
、
響
泉
会
主
宰)



昭
和
四
十
年
八
月
、
小
田
原
市
民
会
館
の
本
館
が
完

成
し
ま
し
た
。
大
ホ
ー
ル
の
完
成
か
ら
遅
れ
る
こ
と

二
年
、
小
ホ
ー
ル
や
展
示
室
、
会
議
室
な
ど
の
施
設

の
ほ
か
、
目
玉
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
結
婚
式
場
」
が

併
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
以
後
、
小
田
原
市
民
だ
け

で
な
く
近
隣
の
方
々
も
使
え
る
式
場
と
し
て
使
用
さ

れ
、
平
成
十
年
に
利
用
者
の
減
少
に
よ
っ
て
そ
の
役

目
を
終
え
る
ま
で
、
愛
さ
れ
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
第
一
回
目
で
は
、
今
も
市
民
会
館

本
館
二
階
で
営
業
を
続
け
る
「
市
民
会
館
食
堂
」
店

長
の
渡
辺
弥
一
さ
ん(

箱
根
町
在
住)

と
、
か
つ
て
こ

の
会
館
で
結
婚
式
を
挙
げ
ら
れ
た
坂
井
輝
夫
さ
ん(

南

足
柄
市
在
住)

の
お
二
人
に
、
お
話
し
を
お
聞
き
し
ま

し
た
。

■
坂
井
輝
夫
さ
ん(

陶
芸
家)

結
婚
式
を
し
た
の
は
、
昭
和
五
〇
年
代
、
三
〇
年

前
く
ら
い
で
す
。
当
時
、
小
田
原
の
近
辺
で
結
婚
式

を
挙
げ
る
場
合
は
、
二
宮
神
社
か
、
飯
泉
橋
の
そ
ば

に
あ
る
結
婚
式
場
か
、
市
民
会
館
の
三
つ
か
ら
選
び

ま
し
た
。
こ
の
市
民
会
館
が
、
一
番
費
用
と
し
て
は

安
か
っ
た
で
す
。
市
外
の
人
で
あ
っ
て
も
、
市
民
会

館
の
結
婚
式
場
は
使
用
で
き
た
よ
う
で
す
。

式
場
は
三
つ
位
あ
り
ま
し
た
。
四
〇
人
く
ら
い
、
私

た
ち
が
式
を
挙
げ
た
場
所
が
五
〇
人
、
七
〇
人
く
ら

い
と
、
人
数
に
合
わ
せ
て
選
べ
ま
し
た
。

私
た
ち
は
神
前
形
式
で
や
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
神

主
さ
ん
が
い
ら
し
て
、
取
り
仕
切
っ
て
く
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
ど
こ
の
神
社
の
方
だ
っ
た
の
か
は
覚

え
て
い
な
い
で
す
。

細
か
い
部
分
は
あ
ま
り
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
申
込

み
に
来
た
と
き
に
、
結
婚
式
と
披
露
宴
の
形
を
示
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。

打
合
せ
の
時
に
は
、
写
真
で
は
な
く
て
実
物
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
松
竹
梅
が

あ
っ
て
、
予
算
に
あ
わ
せ
て
料
理
、
引
き
物
、
ケ
ー

キ
な
ど
が
選
べ
ま
し
た
。
引
き
出
物
を
含
め
、
打
合

せ
を
し
て
注
文
し
た
も
の
を
す
べ
て
や
っ
て
く
れ
る

の
で
、
体
ひ
と
つ
で
来
れ
ば
良
か
っ
た
で
す
。

ま
ず
和
装
で
、
お
色
直
し
が
あ
っ
て
ス
ー
ツ
に
な
り

ま
し
た
。
会
館
内
に
衣
装
部
屋
も
あ
っ
て
、
貸
衣
装

が
借
り
ら
れ
ま
し
た
。
市
民
会
館
に
来
る
の
は
と
て

も
久
し
ぶ
り
な
の
で
、
今
で
は
ど
こ
の
部
屋
だ
っ
た

か
思
い
出
せ
な
い
で
す
が
…
ず
い
ぶ
ん
変
っ
て
し

ま
っ
て
い
ま
す
ね
。

■
渡
辺
弥
一
さ
ん(

市
民
会
館
食
堂

店
長)

私
は
二
八
歳
の
頃
か
ら
、
だ
る
ま
料
理
店
の
小
田
原

市
民
会
館
食
堂
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ

六
階
に
市
の
事
務
所
が
入
っ
て
い
て
、
お
昼
ご
飯
を

六
階
に
運
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に

役
所
が
事
務
所
を
引
き
払
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
六
階

で
も
披
露
宴
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

四
階
に
結
婚
式
場
が
あ
り
ま
し
た
。
式
場
の
ほ
か
に

新
郎
新
婦
の
控
え
室
や
写
真
を
撮
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
し
た
。
い
ま
は
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
ね
。

「
寿
会
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
実
際
に
衣
装
や

料
理
、
飾
り
物
、
引
き
出
物
ま
で
す
べ
て
実
物
を
見

せ
て
、
選
ん
で
頂
き
ま
し
た
。

結
婚
式
は
別
の
会
場
で
挙
げ
て
、
披
露
宴
だ
け
を
市

民
会
館
で
や
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
市
民
会
館
を

使
う
際
、
料
理
屋
は
ど
こ
を
選
ん
で
も
よ
か
っ
た
ん

で
す
。
だ
い
た
い
、
だ
る
ま
で
受
け
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
ね
。
当
時
は
結
婚
式
の
た

め
に
勤
め
て
い
る
人
も
、
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

料
理
は
和
食
で
す
。
お
刺
身
、
吸
い
物
、
縁
起
物
と

し
て
伊
勢
海
老
を
使
っ
た
り
、
「
口
取
り
」
と
い

う
、
焼
い
た
鯛
や
栗
き
ん
と
ん
な
ん
か
が
入
っ
た
、

お
持
ち
帰
り
の
料
理
も
作
り
ま
し
た
。
材
料
は
す
べ

て
小
田
原
の
地
の
も
の
を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

多
い
と
き
で
、
一
日
に
七
組
の
式
が
あ
り
ま
し
た
。

接
待
役
の
女
性
が
十
名
、
調
理
場
に
は
四
名
と
、
洗

い
場
に
五
名
。
だ
る
ま
料
理
店
の
本
店
が
近
か
っ
た

の
で
、
料
理
の
仕
込
み
は
本
店
で
や
っ
て
、
市
民
会

館
の
厨
房
で
は
仕
上
げ
の
揚
げ
物
や
盛
り
付
け
を
や

り
ま
し
た
。

大
人
数
の
料
理
が
冷
め
な
い
よ
う
に
お
出
し
す
る
た

め
に
、
ワ
ゴ
ン
や
配
膳
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
っ

て
、
ど
ん
ど
ん
上
げ
て
い
ま
し
た
。

ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
は
、
さ
す
が
に
近
く
の
ケ
ー

キ
屋
さ
ん
が
作
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
小
田
原
の

ケ
ー
キ
屋
さ
ん
が
作
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

だ
る
ま
で
請
け
負
う
と
き
は
、
料
理
づ
く
り
だ
け
で

な
く
、
式
場
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
も
あ
わ
せ
て
、

全
部
設
え
ま
し
た
。
金
屏
風
を
二
双
立
て
て
、
赤
い

絨
毯
を
敷
い
た
平
台
な
ど
を
並
べ
て
、
あ
と
は
人
数

に
あ
わ
せ
て
長
机
を
並
べ
ま
す
。
人
数
が
多
い
と
き

は
、
長
机
は
扇
方
に
し
て
、
窓
側
に
新
郎
新
婦
の
席

を
作
り
ま
し
た
。

昔
の
だ
る
ま
食
堂
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
と
言
え
ば
、
天

ぷ
ら
や
オ
ム
ラ
イ
ス
で
す
。
元
々
は
、
大
ホ
ー
ル
の

地
下
に
食
堂
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
本
館
が
完
成
し
て

か
ら
、
い
ま
の
場
所
に
移
っ
た
ん
で
す
ね
。

名
前
も
「
市
民
会
館
食
堂
」
が
正
し
い
ん
で
す
が
、

近
く
に
本
店
の
「
だ
る
ま
料
理
店
」
が
あ
っ
て
、
い

つ
の
間
に
か
市
民
会
館
の
食
堂
は
「
だ
る
ま
食
堂
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

忙
し
い
の
は
一
月
で
す
ね
。
賀
詞
交
換
会
な
ど
が
た

く
さ
ん
あ
っ
て
、
仕
出
し
の
仕
事
が
多
い
。
小
ホ
ー

ル
を
使
っ
て
や
る
と
き
も
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

毎
日
、
忙
し
く
仕
事
を
し
て
き
た
こ
と
が
一
番
の
思

い
出
で
す
が
、
中
で
も
成
人
式
を
小
田
原
市
民
会
館

の
大
ホ
ー
ル
で
や
る
と
き
は
、
新
成
人
た
ち
が
綺
麗

な
振
袖
を
来
て
く
る
の
で
、
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で

す
。

市
民
会
館
で
行
う
、
華
燭
の
典

「
結
婚
式
場
」
と
し
て
の
市
民
会
館

本館完成を伝える広報おだわら(昭和40年7月号)

市民会館発行の「披露宴のしおり」



本
館
完
成
当
事
に
配
布
さ
れ
た
「
市
民
会
館
」
利
用

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
り
ま
す
。

展
示
室
、
会
議
室
、
小
ホ
ー
ル
、
結
婚
式
場
の

施
設
を
備
え
、
大
ホ
ー
ル
と
合
わ
せ
て
市
民
会

館
と
し
て
、
文
化
、
生
活
の
両
面
を
完
全
に
同

化
し
た
市
民
会
館
の
殿
堂
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し

い
内
容
を
整
え
た
と
い
え
よ
う
。

文
化
だ
け
で
な
く
、
生
活
面
や
福
祉
の
向
上
も
施
設

が
担
う
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
元
に
建
て
ら
れ
た
市

民
会
館
本
館
に
は
、
実
際
に
「
結
婚
式
場
」
と
し
て

の
機
能
を
果
た
す
た
め
に
、
渡
辺
弥
一
さ
ん
の
お
話

に
あ
っ
た
「
寿
会
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
催

し
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

年
に
一
回
は
、
市
民
会
館
を
会
場
と
し
て
「
婚
礼
総

合
展
示
会
」
を
行
い
、
衣
装
か
ら
料
理
、
引
き
出
物

に
至
る
ま
で
、
実
際
に
使
用
す
る
も
の
を
展
示
し

て
、
結
婚
式
の
相
談
や
打
合
せ
を
そ
の
場
で
行
う
催

し
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

結
婚
式
場
と
し
て
の
利
用
者
の
減
少
に
伴
い
、
平
成

八
年
ご
ろ
に
は
結
婚
式
場
閉
鎖
の
検
討
が
始
ま
り
、

平
成
十
年
に
閉
鎖
と
な
り
ま
し
た
。
四
階
に
は
新
た

に
、
市
民
の
皆
様
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
文
化
活

動
な
ど
を
行
う
拠
点
と
し
て
「
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
」
が
整
備
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
運
営

が
続
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
館
会
館
当
初
は
、
六
階
に
は
小
田
原
商
工

会
議
所
や
商
店
街
連
盟
の
事
務
所
が
置
か
れ
る
な

ど
、
小
田
原
市
民
の
生
活
・
文
化
・
経
済
に
も
密
着

し
た
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

ラ
イ
ブ
リ
ー
隊
員
に
よ
る
コ
ラ
ム

■
私
も
式
を
挙
げ
ま
し
た

結
婚
式
を
支
え
た
様
々
な
事
業

私
が
市
民
会
館
で
結
婚
式
を
挙
げ
た
の
は
、
昭
和

四
二
年
四
月
一
二
日
で
す
。

二
四
歳
の
時
、
東
急
系
の
会
社
に
何
度
目
か
の
就

職
を
し
ま
し
た
。
入
社
し
た
翌
年
に
新
幹
線
が
開

通
、
三
八
年
入
社
の
秋
に
鴨
宮
か
ら
綾
瀬
の
試
運

転
区
間
に
乗
車
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

結
婚
式
場
は
五
～
六
階
で
、
一
部
屋
に
祭
壇
が
設

け
ら
れ
、
祭
壇
の
左
右
両
側
に
椅
子
席
が
向
か
い

合
う
よ
う
に
縦
に
並
ん
で
い
ま
し
た
。
松
原
神
社

か
二
宮
神
社
の
神
主
さ
ん
が
一
人
と
、
巫
女
さ
ん

が
二
人
い
た
よ
う
で
し
た
。
神
前
式
で
の
結
婚
式

で
し
た
。

両
家
族
で
二
〇
名
程
度
の
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
も

の
で
し
た
が
、
私
と
し
て
は
ひ
じ
ょ
う
に
厳
か
な

式
だ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
式
の
後
の
披
露
宴
は

宮
小
路
の
大
松
で
行
い
ま
し
た
。
母
と
二
人
で
の

家
庭
で
、
私
が
申
し
込
み
そ
の
他
の
こ
と
も
一
切

行
っ
た
の
で
す
が
、
い
つ
会
館
に
申
し
込
ん
で
執

り
行
っ
た
か
が
は
っ
き
り
と
は
思
い
出
せ
ま
せ

ん
。

昭
和
三
一
年
夏
に
、
湯
本
町
畑
宿
か
ら
母
と
姉
と

私
の
三
人
で
、
自
分
の
就
職
の
た
め
に
小
田
原
市

小
新
宿
の
万
年
町
一
丁
目
に
引
っ
越
し
て
き
た
の

で
す
が
、
結
婚
の
た
め
に
新
し
く
戸
籍
を
設
け
、

新
家
庭
を
築
く
こ
と
で
小
田
原
市
民
に
な
っ
た
の

か
な
ぁ
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

機
会
あ
る
ご
と
に
カ
ラ
オ
ケ
大
会
、
演
劇
会
、
音

楽
会
、
講
演
会
な
ど
に
足
を
運
び
、
市
民
生
活
で

の
潤
い
を
享
受
し
て
い
ま
す
。
将
来
に
わ
た
っ
て

市
民
会
館
の
活
動
が
続
く
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま

せ
ん
。

(

ラ
イ
ブ
リ
ー
隊
員
・
鈴
木
誠
一
さ
ん)

市民会館本館の施設の「むかしといま」

婚礼総合展示会(平成２年)

▲結婚披露宴のメインテーブル、高砂。
左側のパネルには、披露宴の席のレイ
アウトが書かれています。

▲和室(現第５会議室)に並べられた、
ウェディングドレスと金襴緞子(きんら
んどんす)。

広報おだわら(昭和40年8月号)より、式場の使い方



市
民
会
館
の
開
館
記
念
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
び
っ
く
り
！

小
田
原
市
民
会
館
の
開
館
記
念
行
事
は
七
月
二
八
日

か
ら
八
月
三
日
の
一
週
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
な
ん
と
多
彩
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
し
ょ
う
、
市

民
の
期
待
を
一
身
に
受
け
た
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ

ま
す
ね
！

さ
あ
、
芸
術
文
化
創
造
セ
ン
タ
ー
の
杮
落
し
は
、
私

た
ち
市
民
は
ど
の
よ
う
な
オ
ー
プ
ン
を
迎
え
た
い
の

か
、
ど
う
使
っ
て
い
き
た
い
の
か
ご
一
緒
に
考
え
ま

せ
ん
か
？

(

ラ
イ
ブ
リ
ー
隊
員

神
馬
純
江)

昭
和
四
一
年
六
月
九
日
か
ら
十
日
に
か
け
て
市
民
会
館
で

開
催
さ
れ
た
「
松
竹
大
歌
舞
伎
公
演
」
は
、
「
桐
座
名
跡

再
興
記
念
興
行
」
と
銘
打
た
れ
て
い
ま
し
た
。
単
独
の
地

方
興
行
で
こ
う
し
た
名
前
が
付
け
ら
れ
る
の
は
、
た
い
へ

ん
珍
し
い
こ
と
で
す
。
桐
座
と
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
名
跡

な
の
で
し
ょ
う
か
。

江
戸
時
代
、
江
戸
で
興
行
権
を
持
っ
て
い
た
の
は
江
戸
三

座
と
呼
ば
れ
る
中
村
座
・
市
村
座
・
森
田
座
の
み
で
し

た
。
こ
の
江
戸
三
座
が
興
行
が
で
き
な
い
場
合
に
、
代
理

と
し
て
興
行
を
行
う
「
控
櫓
」
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま

す
。
市
村
座
の
控
櫓
を
務
め
て
い
た
の
が
「
江
戸
桐
座
」

と
呼
ば
れ
る
座
元
、
こ
の
桐
座
は
も
う
一
つ
系
統
が
あ

り
、
そ
れ
が
「
小
田
原
桐
座
」
で
し
た
。

宗
主
で
あ
る
大
橋
家
の
由
緒
に
よ
る
と
、
起
源
は
鎌
倉
時

代
に
源
頼
朝
の
面
前
で
舞
を
披
露
し
た
こ
と
に
あ
る
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
は
伝
説
の
域
を
出
ま
せ
ん
が
、

小
田
原
桐
座
の
確
証
あ
る
歴
史
は
、
戦
国
時
代
か
ら
の
こ

と
と
な
り
ま
す
。
戦
国
時
代
に
流
行
し
た
舞
曲
に
幸
若
舞

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
大
橋
家
の
祖
先
で
あ
る
嘉
高
は
こ

の
名
手
で
し
た
。
小
田
原
城
を
本
拠
地
と
す
る
北
条
氏
の

二
代
目
当
主
・
氏
綱
に
気
に
入
ら
れ
た
嘉
高
は
、
そ
の
庇

護
を
う
け
る
よ
う
に
な
り
、
城
主
が
大
久
保
氏
に
代
わ
っ

て
も
大
切
に
扱
わ
れ
ま
し
た
。
大
橋
家
は
城
の
北
東
に
劇

場
を
構
え
、
小
田
原
内
外
で
興
行
を
行
う
こ
と
と
な
り
ま

す
。

大
橋
家
が
「
桐
」
を
名
乗
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代

か
ら
で
す
。
大
橋
家
は
夫
婦
と
も
に
舞
台
に
上
が
る
の
で

す
が
、
「
せ
ん
」
と
い
う
女
性
の
代
に
、
江
戸
桐
座
に
修

行
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
座
元
・
桐
大
蔵

か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
せ
ん
は
、
そ
れ
に
大
橋
家
の
舞

を
組
み
合
わ
せ
、
女
舞
「
桐
家
」
を
立
ち
上
げ
ま
す
。
以

後
、
女
性
は
代
々
「
桐
」
の
名
と
「
尾
上
」
の
号
を
名
乗

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

女
舞
の
桐
家
の
誕
生
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
大
橋
家
の
劇

場
も
桐
座
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
江
戸
と
小
田

原
の
両
方
に
桐
座
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

小
田
原
桐
座
は
、
藩
主
に
年
始
の
挨
拶
を
す
る
な
ど
高
い

格
式
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
江
戸
後
期
に
な
る

と
、
藩
は
財
政
難
を
理
由
に
小
田
原
桐
座
へ
の
支
援
を
中

止
。
さ
ら
に
追
い
討
ち
し
た
の
が
、
華
美
風
俗
を
徹
底
的

に
取
り
締
ま
る
老
中
・
水
野
忠
邦
の
「
天
保
の
改
革
」
で

し
た
。
小
田
原
桐
座
も
興
行
を
禁
じ
ら
れ
る
な
ど
、
影
響

は
多
大
な
も
の
で
し
た
。

明
治
に
移
っ
て
か
ら
、
つ
い
に
劇
場
存
続
の
危
機
に
立
た

さ
れ
ま
す
。
様
々
な
人
物
が
立
て
直
し
を
図
り
ま
す
が
、

立
地
の
せ
い
で
客
が
入
り
ま
せ
ん
。
劇
場
は
青
物
市
場
と

な
り
、
映
画
館
に
変
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
最
後
に
は
関
東
大

震
災
に
よ
っ
て
倒
壊
し
、
桐
座

は
小
田
原
か
ら
消
滅
し
ま
す
。

戦
後
の
昭
和
三
一
年
、
松
竹
取

締
役
の
木
村
錦
花
や
鈴
木
十
郎

市
長
を
中
心
と
す
る
桐
家
名
跡

保
存
会
が
結
成
さ
れ
、
そ
の
際

に
、
女
優
の
森
律
子
が
桐
大
蔵

を
襲
名
。
森
が
高
齢
だ
っ
た
こ

と
も
あ
り
、
こ
の
流
れ
は
続
か

ず
桐
家
再
興
は
沙
汰
や
み
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

小
田
原
桐
座
に
関
す
る
市
内
調

査
は
続
け
ら
れ
、
市
立
図
書
館

館
長
の
石
井
富
之
助
に
よ
っ
て

桐
大
蔵
の
墓
と
、
小
田
原
桐
座

の
由
緒
書
が
「
発
見
」
。
桐
大

蔵
の
墓
は
昭
和
三
九
年
五
月
に

市
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま

す
。
こ
う
し
た
成
果
に
よ
っ

て
、
小
田
原
桐
座
の
名
称
は
、

誇
る
べ
き
地
域
文
化
の
遺
産
と

し
て
、
人
々
の
俎
上
に
載
り
ま

す
。
時
期
は
あ
た
か
も
市
民
会

館
建
設
へ
と
向
か
う
こ
ろ
、
市

議
会
で
は
、
建
物
の
整
備
と
同

様
に
、
小
田
原
桐
座
と
い
う
文
化
資
産
を
そ
こ
で
ど
う
扱

う
か
が
議
題
と
さ
れ
ま
し
た
。

冒
頭
の
「
桐
座
名
跡
再
興
記
念
興
行
」
と
銘
打
っ
た
市
民

劇
場
の
開
催
は
、
こ
う
し
た
小
田
原
桐
座
を
め
ぐ
る
種
々

の
取
り
組
み
の
着
地
点
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
、
「
桐
座
公
演
」
の
名
称
は
、
毎
年
夏
に
開
催
さ

れ
て
い
た
松
竹
大
歌
舞
伎
の
冠
と
し
て
定
着
し
、
昭
和
末

期
ま
で
使
用
さ
れ
続
け
ま
し
た
。(

職
員

坂
井
飛
鳥)

お だ わ ら ラ イ ブ リ ー 通 信 第 壱 号

■編集・発行 小田原市文化政策課

■平成26年度文化創造活動担い手育成事業

「文化資源発掘ワークショップ」報告書

■資料提供

小田原市立図書館地域資料室

小田原市広報公聴課(広報おだわらアーカイブ)

五十嵐写真館

■印刷 平成２７年３月２７日

■問合せ

〒250-8555 小田原市荻窪300番地

文化政策課 芸術文化創造係内

電話 0465-33-1706 / FAX 0465-33-1526

七
月
二
九
日
（
日
）

・
記
念
式
典

・
「
東
急
ゴ
ー
ル
デ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
」

指
揮
：
渡
辺
暁
雄

日
本
フ
ィ
ル

ピ
ア
ノ
：
安
川
加
寿
子

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

交
響
曲
第
３
５
番
「
ハ
フ
ナ
ー
」

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス

「
皇
帝
円
舞
曲
」
ほ
か

七
月
三
〇
日
（
月
）

・
Ｔ
Ｂ
Ｓ
名
人
芸

柳
家
小
さ
ん
、
桂
文
楽
、
林
家
正
蔵
、

相
模
太
郎

ほ
か

七
月
三
一
日
（
火
）

・
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
公
開
放
送
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）

司
会
：
小
川
宏

出
演
：
水
の
江
滝
子
、
長
門
裕
之
ほ
か

八
月
一
日
（
水
）

・
小
田
原
新
民
謡
発
表
大
会

三
番
叟

新
民
謡
発
表

「
あ
ゝ
小
田
原
城
」
「
小
田
原
小
唄
」

詞
：
石
本
美
由
起

曲
：
遠
藤
実

出
演
：
こ
ま
ど
り
姉
妹
、
中
尾
彬

司
会
：
千
夜
一
夜

八
月
二
日
（
木
）

・
吹
奏
楽
演
奏
会

城
山
・
白
鴎
・
城
南
・
国
府
津
・
酒
匂

中
、
小
田
原
・
城
東
・
相
洋
高
校
、
城

南
中
お
よ
び
小
田
高
Ｏ
Ｂ

八
月
三
日
（
金
）

・
バ
レ
エ
「
白
鳥
の
湖
」

松
山
バ
レ
エ
団

▲第二緞帳(どんちょう)の前であ
いさつをする鈴木十郎市長
第一緞帳は「酒匂の渡し」、第二
緞帳にはニッサン「セドリック」
「ダットサン」の文字がありま
す。

開館記念事業の様子

学生たちの吹奏楽部の演奏

「
桐
座
」
復
興
と

小
田
原
市
民
会
館

市
民
会
館
の
こ
け
ら
落
と
し

文
化
の
殿
堂
、
こ
こ
に
は
じ
ま
る


