
広　報

NO.101６
月２回：１日・１５日発行

1日号

   2
0100AAUUAUA GGUUSSTTSTS

まちづくり情報誌   City Of ODAWARA Public Relations

8

②歴史あるまちに生きる １  小田原城跡を守り伝えていくために
⑤下水道使用料を改定します／⑥この“夏” 図書館を使いこなそう／⑧安心安全なまちづくりをみんなで進めよう／一人で悩まない
で！市民相談＆消費生活センター／⑩おだわら情報／⑫〈連載〉尊徳道歌のこころ／地域の皆さんの健康づくりをお手伝い　健康
おだわら普及員／⑬〈連載〉市民力／今月の笑顔／⑭歴史あるまちに生きる ２　【対談】斑鳩の里と小田原～古のゆかりが伝える
もの～／⑯〈連載〉あの日 あのとき 小田原 （○数字はページ番号です）
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城
下
町
小
田
原
…
。

毎
日
生
活
し
て
い
る
と
、
城
の
あ
る
風
景
は
、
と
て
も
身

毎
日
生
活
し
て
い
る
と
、
城
の
あ
る
風
景
は
、
と
て
も
身

近
な
も
の
で
す
が
、
こ
の
ま
ち
に
は
、
全
国
に
誇
れ
る
多

近
な
も
の
で
す
が
、
こ
の
ま
ち
に
は
、
全
国
に
誇
れ
る
多

く
の
史
跡
・
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

中
で
も
小
田
原
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
小
田
原
城
跡
」
は
、

中
で
も
小
田
原
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
「
小
田
原
城
跡
」
は
、

日
本
の
城
郭
史
に
お
い
て
大
変
貴
重
な
も
の
で
、
国
の
指

日
本
の
城
郭
史
に
お
い
て
大
変
貴
重
な
も
の
で
、
国
の
指

定
史
跡
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
こ
の
大
切
な
史
跡
を
ま
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
生
か

市
で
は
こ
の
大
切
な
史
跡
を
ま
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
生
か

し
、
未
来
に
守
り
伝
え
て
い
く
た
め
に
、
小
田
原
城
跡
の
整

し
、
未
来
に
守
り
伝
え
て
い
く
た
め
に
、
小
田
原
城
跡
の
整

備
を
重
点
施
策
の
一
つ
と
し
て
計
画
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

備
を
重
点
施
策
の
一
つ
と
し
て
計
画
的
に
進
め
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
こ
の
た
び
策
定
し
た
「

こ
こ
で
は
、
こ
の
た
び
策
定
し
た
「
八は

ち

幡ま
ん

山や
ま

古こ

郭か
く

・
総そ

う

構が
ま
え

保

存
管
理
計
画
」と
「
植
栽
管
理
計
画
」を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

存
管
理
計
画
」と
「
植
栽
管
理
計
画
」を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Y
文
化
財
課　

☎
33
１
７
１
５

い
く
た
め
に

い
く
た
め
に

れ
ま
で
の
小
田
原
城
跡
の
整
備

は
、
主
に
本
丸
・
二
の
丸
を
中

心
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
策
定

心
に
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
策
定

し
た
保
存
管
理
計
画
は
、
戦
国
時
代
に

し
た
保
存
管
理
計
画
は
、
戦
国
時
代
に

小
田
原
城
が
あ
っ
た
八
幡
山
古
郭
と

小
田
原
城
が
あ
っ
た
八
幡
山
古
郭
と

総
構
の
保
存
・
管
理
を
図
り
な
が
ら
、

総
構
の
保
存
・
管
理
を
図
り
な
が
ら
、

周
辺
の
景
観
も

守
っ
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
植
栽

管
理
計
画
で
は

城
址
公
園
内
の

緑
を
中
心
市
街

地
に
お
け
る
貴

重
な
緑
と
し
て
位
置
付
け
、
樹
木
の
整

重
な
緑
と
し
て
位
置
付
け
、
樹
木
の
整

理
の
み
を
行
う
の
で
は
な
く
、
史
跡
の

理
の
み
を
行
う
の
で
は
な
く
、
史
跡
の

整
備
計
画
の
中
で
樹
木
の
植
え
替
え
を

整
備
計
画
の
中
で
樹
木
の
植
え
替
え
を

検
討
す
る
な
ど
、
史
跡
と
緑
の
共
存
が

検
討
す
る
な
ど
、
史
跡
と
緑
の
共
存
が

図
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
は
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
沿
っ
て

　

今
後
は
、
こ
れ
ら
の
計
画
に
沿
っ
て

保
存
管
理
を
進
め
、
今
ま
で
以
上
に
小

保
存
管
理
を
進
め
、
今
ま
で
以
上
に
小

田
原
城
跡
が
市
民
の
誇
り
と
な
る
よ
う

田
原
城
跡
が
市
民
の
誇
り
と
な
る
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

歴
史
あ
る
ま
ち
に
生
き
る
１

小峯御鐘ノ台大堀切東堀

守
り
伝
え
て

守
り
伝
え
て

小
田
原
城
跡
を

総構城
しろ

下
した

張
はり

出
だし

（谷津）

文
化
財
課　

学
芸
員

渡
辺
千
尋
さ
ん
さ
ん

こ

石垣山から見る小田原城総構

総構の範囲
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小
田
原
城

の
一
番
外
側
を

巡
っ
て
い
る
土

塁
と
空
堀
で
、

全
周
が
約
９
キ

ロ
も
あ
り
、
当

時
の
城
下
町
を

す
っ
ぽ
り
と
囲

ん
で
い
ま
す
。

丘
陵
部
で
は
そ

の
形
が
よ
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平

地
部
で
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
昭
和
初
期
の
旧
小
田
原

町
は
、総
構
が
ほ
ぼ
町
の
境
界
で
し
た
。

　

今
年
は
、
天
正
18
年
（
１
５
９
０
）

に
起
こ
っ
た
小
田
原
合
戦
か
ら
４
２
０

年
目
に
な
り
ま
す
。

　

名
だ
た
る
戦
国
武
将
が
集
結
し
た
小

田
原
合
戦
の
舞
台
を
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

こ
の
計
画
は
、
八
幡
山
古
郭
や
総
構
を
未

来
に
継
承
し
て
い
く
た
め
、
専
門
の
学
識
経

験
者
や
市
民
代
表
を
交
え
て
構
成
さ
れ
た
委

員
会
で
２
年
間
に
わ
た
る
検
討
が
行
わ
れ
、

平
成
22
年
３
月
に
策
定
さ
れ
ま
し
た
。

❶
保
存
管
理
の
基
本
的
な
考
え
方

　

八
幡
山
古
郭
や
総
構
を
と
り
ま
く
歴
史
的

な
環
境
を
良
好
に
保
存
・
管
理
す
る
た
め
、

段
階
的
に
保
存
区
域
を
、
土
塁
や
空か

ら

堀ぼ
り

な
ど

の
遺
構
を
保
存
す
る
「
遺
構
保
全
域
」、
地
形

や
景
観
が
遺
構
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
周
辺

部
分
を
「
景
観
保
全
域
」
と
し
、
こ
れ
ら
を

あ
わ
せ
て「
城
郭
環
境
保
全
域
」と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
対
象
地
域
が
と
て
も
広
大

な
た
め
、
複
数
に
分
け
て
遺
構
の
特

徴
や
現
状
に
あ
わ
せ
て
保
存
管
理
の

計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

❷
整
備
活
用
の
基
本
的
な
考
え
方

　

遺
構
の
残
り
具
合
が
良
好
な
場
所

を
中
心
に
、
史
跡
の
整
備
を
行
う
の

に
ふ
さ
わ
し
い
７
つ
の
区
域
を
想

定
し
、
こ
れ
ら
を
結
ぶ
回
遊
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
設
定
す
る
な
ど
、
史
跡
の

よ
り
効
果
的
な
活
用
策
を
今
後
も
検

討
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
機
能
を
持
っ

た
拠
点
施
設
を
設
け
て
、
史
跡
小
田

原
城
跡
の
全
体
像
を
把
握
で
き
る

よ
う
な
施
設
整
備
の
検
討
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

❸
小
田
原
城
跡
の
未
来
に
む
け
て

❸
小
田
原
城
跡
の
未
来
に
む
け
て

　

江
戸
時
代
末
期
の
姿
を
目
標
に
整
備
を
進

　

江
戸
時
代
末
期
の
姿
を
目
標
に
整
備
を
進

め
て
い
る
小
田
原
城
址
公
園
。

め
て
い
る
小
田
原
城
址
公
園
。

　

そ
の
周
り
に
、
小
田
原
北
条
氏
が
関
東
に

　

そ
の
周
り
に
、
小
田
原
北
条
氏
が
関
東
に

覇
を
唱
え
た
名
残
を
と
ど
め
る
戦
国
時
代

覇
を
唱
え
た
名
残
を
と
ど
め
る
戦
国
時
代

の
八
幡
山
古
郭
や
総
構
が
取
り
巻
い
て
い
ま

の
八
幡
山
古
郭
や
総
構
が
取
り
巻
い
て
い
ま

す
。
本
市
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
あ
ち
こ

す
。
本
市
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
あ
ち
こ

ち
に
残
る
史
跡
を
説
明
板
を
手
が
か
り
に
歩

ち
に
残
る
史
跡
を
説
明
板
を
手
が
か
り
に
歩

い
て
い
く
と
、
小
田
原
城
の
仕
組
み
だ
け
で

い
て
い
く
と
、
小
田
原
城
の
仕
組
み
だ
け
で

な
く
、ま
ち
の
歩
み
も
見
え
、小
田
原
が
も
っ

な
く
、ま
ち
の
歩
み
も
見
え
、小
田
原
が
も
っ

と
も
っ
と
好
き
に
な
る
よ
う
な
、
小
田
原
城

と
も
っ
と
好
き
に
な
る
よ
う
な
、
小
田
原
城

跡
の
保
存
と
活
用
で
す
。

Y
文
化
財
課　

☎
33
１
７
１
５

　

戦
国
時
代
に

は
小
田
原
城
の

中
心
の
一
部
で

あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
場

所
で
、
県
立
小

田
原
高
校
か
ら

そ
の
東
側
に
か

け
て
の
一
帯
に

あ
た
り
ま
す
。

八幡山古郭東曲輪（城山）

地図区分図

史
跡
小
田
原
城
跡
八
幡
山
古
郭
・
総
構
保
存
管
理
計
画

八
幡
山
古
郭
・
総
構
保
存
管
理
計
画

〝
八
幡
山
古
郭
〞
と
は

〝
総
構
〞
と
は

小田原城天守閣八幡山古郭
大堀切小峯御鐘ノ台

蓮上院土塁（浜町）
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小
田
原
城
址
公
園
内
の
本
丸
・
二
の
丸
周

辺
に
は
、
多
く
の
樹
木
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
繁
茂
し
た
樹
木
が
天
守
閣
な
ど

再
建
・
復
元
し
た
歴
史
的
建
造
物
か
ら
の
視

界
を
遮
り
、
石
垣
や
地
下
遺
構
に
も
影
響
を

与
え
る
可
能
性
が
あ
る
な
ど
、
本
丸
・
二
の

丸
周
辺
の
樹
木
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
県
内
で
も
鶴
岡
八
幡
宮
の
大
イ

チ
ョ
ウ
や
大
雄
山
最
乗
寺
の
杉
な
ど
が
相
次

い
で
倒
れ
て
お
り
、
城
址
公
園
内
で
も
昨
年
、

松
や
桜
の
古
木
の
幹
が
倒
壊
す
る
な
ど
、
来

園
者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
適
切

な
樹
木
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、平
成
21
年
度
に
城
郭
、都
市
工
学
、

造
園
・
植
物
の
専
門
家
や
市
民
代
表
を
交
え

造
園
・
植
物
の
専
門
家
や
市
民
代
表
を
交
え

た
植
栽
管
理
計
画
策
定
委
員
会
を
設
置
し
て

た
植
栽
管
理
計
画
策
定
委
員
会
を
設
置
し
て

議
論
を
重
ね
、「
史
跡
小
田
原
城
跡
本
丸
・

議
論
を
重
ね
、「
史
跡
小
田
原
城
跡
本
丸
・

二
の
丸
植
栽
管
理
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

二
の
丸
植
栽
管
理
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
計
画
で
は
、「
史
跡
と
し
て
の
景
観

　

こ
の
計
画
で
は
、「
史
跡
と
し
て
の
景
観

の
回
復
」「
遺
構
の
保
護
」「
来
訪
者
の
安
全
確

の
回
復
」「
遺
構
の
保
護
」「
来
訪
者
の
安
全
確

保
」「
適
切
な
維
持
管
理
」を
基
本
理
念
と
し
て
、

保
」「
適
切
な
維
持
管
理
」を
基
本
理
念
と
し
て
、

今
後
の
城
址
公
園
内
の
植
栽
管
理
は
、
こ
の

今
後
の
城
址
公
園
内
の
植
栽
管
理
は
、
こ
の

計
画
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

計
画
に
基
づ
い
て
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
天
守
閣
な
ど
を
望
む
８
つ
の
場
所

　

ま
た
、
天
守
閣
な
ど
を
望
む
８
つ
の
場
所

（
❶
馬
出
門
周
辺
、
❷
本
丸

（
❶
馬
出
門
周
辺
、
❷
本
丸
巨お

お

松ま
つ

前
、
❸
お

堀
端
通
り
、
❹
小
田
原
駅
、
❺
青
橋
・
八
幡

堀
端
通
り
、
❹
小
田
原
駅
、
❺
青
橋
・
八
幡

山
古
郭
東
曲く

る

輪わ

、❻
常
盤
木
門
、❼
お
茶
壺
橋
、

、❻
常
盤
木
門
、❼
お
茶
壺
橋
、

❽
裏
門
跡
）
を
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
設
定
し
、

❽
裏
門
跡
）
を
ビ
ュ
ー
ポ
イ
ン
ト
に
設
定
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
か
ら
視
界
を
遮
っ
て
い
る

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
か
ら
視
界
を
遮
っ
て
い
る

樹
木
を
整
理
し
、
史
跡
と
し
て
の
景
観
を
確

樹
木
を
整
理
し
、
史
跡
と
し
て
の
景
観
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
遺
構
の
保
護
や
安
全
性

保
す
る
と
と
も
に
、
遺
構
の
保
護
や
安
全
性

の
確
保
を
推
進
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。　

の
確
保
を
推
進
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。　

　

今
後
も
小
田
原
城
の
魅
力
が
高
め
ら
れ

　

今
後
も
小
田
原
城
の
魅
力
が
高
め
ら
れ

る
よ
う
、
史
跡
と
貴
重
な
緑
地
と
の
共
存
を

る
よ
う
、
史
跡
と
貴
重
な
緑
地
と
の
共
存
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・

　

小
田
原
の
ま
ち
に
は
、
長
い
歴
史
の
中
で

　

小
田
原
の
ま
ち
に
は
、
長
い
歴
史
の
中
で

先
人
や
先
輩
た
ち
が
残
し
た
、
た
く
さ
ん
の

先
人
や
先
輩
た
ち
が
残
し
た
、
た
く
さ
ん
の

歴
史
的
・
文
化
的
地
域
資
源
が
あ
り
ま
す
。

歴
史
的
・
文
化
的
地
域
資
源
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
は
、
次
代
を
担
う
子
や
孫
の
世
代

　

こ
れ
ら
は
、
次
代
を
担
う
子
や
孫
の
世
代

に
着
実
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

に
着
実
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

大
切
な
財
産
で
す
。
今
後
も
保
全
を
図
り
な

大
切
な
財
産
で
す
。
今
後
も
保
全
を
図
り
な

が
ら
、
地
域
の
活
力
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う

が
ら
、
地
域
の
活
力
に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う

に
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

に
ま
ち
づ
く
り
に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

　

現
在
、
元
禄
時
代
ま
で
馬
を
留
め
置

く
馬
屋
や
待
合
所
の
大お

お

腰こ
し

掛か
け

が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
「
馬う

ま

屋や

曲く
る

輪わ

」
全
体
の
修
景

整
備
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
機

に
現
在
土
塁
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
北

村
透
谷
の
石
碑
を
、
小
田
原
文
学
館
へ

移
設
し
ま
す
。

　

こ
の
石
碑
は
、
昭
和
４
年
に
城
山
の

大
久
保
神
社
の
崖
下
に
建
立
さ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
後
、
昭
和
29
年
に
現
在
の

場
所
へ
形
状
を
変
え
移
さ
れ
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
今
回
の
移
設
に
あ
た
り
、

参
考
の
た
め

建
立
当
時
の

姿
の
情
報
を

集
め
て
い
ま
す
。

　

石
碑
の
古

写
真
な
ど
を

お
持
ち
の
か

た
は
、文
化
財

課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

史
跡
小
田
原
城
跡
本
丸
・
二
の
丸
植
栽
管
理
計
画

北
村
透と

う

谷こ
く

石
碑
の

建
立
当
時
の
古
写
真
を

探
し
て
い
ま
す
！

富
ふ

士
じ

山
やま

砦
総構の範囲

建立当時の石碑

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
中
央
の
「
分
野

別
か
ら
探
す
」
の
「
生
涯
学
習

／
文
化
」
内
の
「
小
田
原
の
文

化
」
を
ク
リ
ッ
ク
。

ホームページ
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水
道
管
は
老
朽
化
が
進
み
、
震
災
時
な
ど
に

は
大
き
な
被
害
が
出
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
寿
町
終
末
処
理
場
は
処
理
開
始
か

ら
44
年
が
経
過
し
、
各
機
器
の
損
傷
が
激
し

く
、
そ
の
保
守
管
理
に
も
多
額
の
費
用
が
必

要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

健
全
な
経
営
を
目
指
し
て

　

下
水
道
事
業
の
「
健
全
な
経
営
」
の
た
め

に
は
、
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理
に
必
要
な

費
用
と
、
工
事
に
伴
う
借
入
金
返
済
に
係
る

費
用
を
す
べ
て
下
水
道
使
用
料
だ
け
で
賄
い
、

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
に
頼
ら
ず
事
業
を

行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

し
か
し
こ
の
場
合
、
さ
ら
に
大
幅
な
値
上

げ
が
必
要
と
な
り
、
皆
さ
ん
の
生
活
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
で
き
る
限
り
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
に
頼
ら
な
い
よ
う
、
さ
ら
な
る
コ
ス

ト
削
減
、
ま
た
、
使
用
料
の
未
納
額
を
減
ら

す
た
め
の
徴
収
を
強
化
す
る
な
ど
、
皆
さ
ん

か
ら
い
た
だ
く
下
水
道
使
用
料
に
よ
る
健
全

な
経
営
を
目
指
し
ま
す
。

下下
水
道
使
用
料
を

改
定
し
ま
す

ふ
だ
ん
、
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
下
水
道
で
す
が
、
そ
の
維
持

や
管
理
を
し
て
い
く
た
め
に
は
多
く
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
10
月
１
日
か
ら
下
水
道
使
用
料
を
値
上
げ
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

経
済
状
況
が
大
変
厳
し
い
中
、
皆
さ
ん
に
は
ご
負
担
を
お
か
け

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

Y
下
水
道
総
務
課　

☎
33
１
６
１
６

な
ぜ
値
上
げ
を
す
る
の
？

　

下
水
道
使
用
料
は
、
下
水
道
管
や
処
理
場

な
ど
を
適
切
な
状
態
に
保
つ
維
持
管
理
に
係

る
費
用
や
、
工
事
に
伴
う
借
入
金
の
返
済
な

ど
に
使
わ
れ
、
下
水
道
事
業
の
根
幹
と
な
る

貴
重
な
財
源
で
す
。

　

し
か
し
、
近
年
は
節
水
型
機
器
の
普
及
な

ど
の
影
響
か
ら
水
の
需
要
が
減
少
し
、
そ
れ

に
伴
い
使
用
料
も
減
収
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
汚
泥
処
理
の
合
理
化
な
ど
の
コ
ス

ト
削
減
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
老
朽
化
し

た
下
水
道
施
設
の
維
持
管
理
に
多
く
の
費
用

が
か
か
り
、
下
水
道
を
使
用
し
て
い
な
い
か

た
か
ら
の
税
金
も
含
む
、
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
に
大
き
く
依
存
す
る
な
ど
、
現
在
の

使
用
料
収
入
で
は
適
切
な
下
水
道
事
業
の
維

持
が
難
し
い
こ
と
か
ら
値
上
げ
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

ど
の
く
ら
い
値
上
が
り
す
る
の
？

　

平
均
改
定
率
で
11
・
98
％
の
引
き
上
げ
で

す
。
２
か
月
分
の
汚
水
排
水
量
を
、
一
般
家

庭
の
平
均
で
あ
る
38
立
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て

計
算
す
る
と
消
費
税
込
み
の
金
額
が
改
定
前

は
３
，７
４
４
円
、
改
定
後
で
は
４
，３
０
１

円
と
５
５
７
円
の
増
額
に
な
り
ま
す
。

【
表
１
・
２
参
照
】

維
持
管
理
に

そ
ん
な
に
お
金
が
か
か
る
の
？

　

市
が
下
水

道
事
業
に
着

手
し
て
か
ら

51
年
が
経
っ

て
い
ま
す
。

創
設
時
の
下

【表１】２か月あたりの下水道使用料（税抜）

区分 汚水排水量 旧料金
（改定前）

新料金
（改定後）

一般
汚水

基本使用料２０㎥までの分 1,640円 1,811円

超過使用料
（１㎥につき）

２０㎥を超え ４０㎥までの分 107円 127円
４０㎥を超え ６０㎥までの分 131円 154円
６０㎥を超え １００㎥までの分 158円 183円
１００㎥を超え ２００㎥までの分 186円 209円
２００㎥を超え１,０００㎥までの分 193円 214円
１,０００㎥を超え２,０００㎥までの分 200円 219円
２,０００㎥を超え１０,０００㎥までの分 204円 222円
１０,０００㎥を超える分 207円 224円

公衆浴場汚水 １㎥につき 5円 5円

【表２】改定後の算定例（２か月あたり３８㎥使用する世帯の場合）
２０㎥までの分 基本使用料 1,811円
２１～３８㎥の分 １２７円×１８㎥ 2,286円

小　　計 4,097円
消費税 小計×５％（１円未満切捨） 204円

合　　計 4,301円
※１０月１日をまたいで使用された場合の算定は、１０月検針分については旧料金、
　１１月検針分については旧料金と新料金を足して２で割る計算により算出します。
　（ただし、下水道の使用開始・中止の時期により異なる場合があります。）

硫化水素で腐食された
マンホールの内部

〜
10
月
１
日
か
ら
、平
均
11
・
98
％
の
引
き
上
げ
〜

汚水処理のようす汚水処理のようす
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「
本
を
た
く
さ
ん
読
み
な
さ
い
！
」

　

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
、
先
生
か
ら
毎

日
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
中
・
高
校

生
は
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

し
か
し
、
そ
ん
な
世
代
に
は
、
絵
本

や
児
童
書
で
は
物
足
り
な
い
、
一
般
書

は
選
ぶ
こ
と
が
難
し
い
な
ど
、
本
か
ら

離
れ
て
し
ま
う
要
因
が
あ
る
こ
と
も
現

実
で
す
。
そ
こ
で
、
図
書
館
で
は
、
読

書
習
慣
の
形
成
に
最
も
影
響
が
あ
る
と

い
わ
れ
て
い
る
中
・
高
校
生
を
対
象
に
、

小
説
の
ほ
か
将
来
の
職
業
や
心
・
体
と

い
っ
た
、
こ
の
時
期
特
有
の
悩
み
に
答

え
る
図
書
を
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。

　

喜
び
、
怒
り
、
苦
し
み
、
悲
し
み
、

と
き
め
き
…
活
字
を
通
し
て
体
験
す
る

あ
な
た
に
と
っ
て
の〝
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
〞

を
探
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

今
、
本
を
読
む
こ
と
の
大
切
さ
が
改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、「
本
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
学
び
、
表

現
力
や
創
造
力
を
高
め
、
知
性
や
感
性
を
磨
き
、
人
生
を
よ
り
豊
か
に
送
る

た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
み
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
携
帯
電
話
…
Ｉ
Ｔ
技
術
の
発
達
は
、
子

ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
情
報
が
氾は

ん

濫ら
ん

す
る
中
、
必
要
な
情
報
、
正
し
い
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
能
力
が
必
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、生
活
様
式
の
多
様
化
か
ら「
活
字
離
れ
」が
進
み
、

読
書
す
る
機
会
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
夏
休
み
真
っ
盛
り
。
い
ろ
い
ろ
な
経
験
や
出
会
い
を
重
ね
、

自
分
を
見
つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
こ
の
時
期
に
、
図
書
館
は
人
生
観
を

変
え
る
か
も
知
れ
な
い
一
冊
を
用
意
し
て
、
皆
さ
ん
を
待
っ
て
い
ま
す
。

Y
か
も
め
図
書
館　

☎
49
７
８
０
０
、
市
立
図
書
館　

☎
24
１
０
５
５

　

市
で
は
「
市
民
ニ
ー
ズ
に
応
え

る
情
報
」「
読
書
の
楽
し
さ
の
提

供
」「
温
か
さ
と
安
ら
ぎ
の
あ
る

空
間
の
創
出
」
な
ど
、
理
想
の
図

書
館
を
目
指
し
、
平
成
19
年
に
図

書
館
職
員
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
を
編
成
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
一

層
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
平
成

20
年
９
月
に
『
小
田
原
市
立
図
書

館
が
目
指
す
図
書
館
像
〜
出
会
う

図
書
館
〜
』
を
策
定
し
て
、
図
書

館
が
果
た
す
べ
き
子
ど
も
の
読
書

環
境
の
充
実
に
必
要
な
事
業
を
実

施
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
図
書
館
だ
け

で
は
な
く
、
学
校
や
家
庭
、
地
域

な
ど
幅
広
い
分
野
で
連
携
し
、
子

ど
も
の
読
書
活
動
を
推
進
し
て
い

『
小
田
原
市
子
ど
も

読
書
活
動
推
進
計
画
』

を
策
定
し
ま
す

図
書
館
職
員
が
お
薦
め
す
る
こ
の
一
冊
！

〜
中
・
高
校
生
向
け
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
コ
ー
ナ
ー
が
充
実
し
て
い
ま
す
〜

２０１０年は国民読書年です２０１０年は国民読書年です

「リリース」
草野たき／作　ポプラ社／発行

親・兄弟・仲間、それぞれにとって自分の
存在とは…。皆さんもきっと一度は周りに
とっての自分について考えたり、悩んだり
したことがあると思います。読み終えた後
はきっとさわやかな気持ちになれる、そん
な一冊です。

「横浜に大集合！世界の動物たち」
増井光子／監修　岩崎書店／出版

皆が大好きな動物園の動物たちを紹介しま
す。よく知っている動物はもちろん、珍し
い動物も大集合！また、動物園の中には絶
滅の危機にある動物もいて、赤ちゃんが産
めるような環境づくりも動物園の仕事なの
ですね。

計画づくりをすすめる図書館協議会委員

図書館職員　菊川香織さん

こ
の
こ
の〝
夏
〝
夏
〝

〞
夏
〞
夏

図
書
館
を

図
書
館
を

使
い
こ
な
そ
う

使
い
こ
な
そ
う

その他にも図書館では、中・高校生の皆さんに紹介したい本を
「ティーンズ通信」に、小学生には「夏休みのおすすめの本」
をリーフレットにして配付しています。
どの本も皆さんの心に残る一冊になるはずです。

小学生には
この１冊



広報小田原 2010年８月１日号7

く
た
め
の
体
制
や
環
境
づ
く
り
の

必
要
性
を
踏
ま
え
て
、『
小
田
原

市
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画
』

を
平
成
22
年
９
月
を
目
標
に
策
定

す
る
こ
と
と
し
、
有
識
者
や
市
民

委
員
で
構
成
さ
れ
る
図
書
館
協
議

会
と
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

市
で
は
、
よ
り

よ
い
計
画
づ
く

り
の
た
め
、市
民

の
皆
さ
ん
か
ら
意

見
を
募
集
し
ま
す
。

　
『
小
田
原
市
子
ど
も
読
書

活
動
推
進
計
画
』
素
案
は
図

書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
図

書
館
・
図
書
施
設
、
各
支
所
・

連
絡
所
、
窓
口
コ
ー
ナ
ー
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

８
月
２
日
（
月
）
か
ら

８
月
20
日
（
金
）
ま
で

【
提
出
方
法
】

募
集
用
紙
に
意
見
を
記
入
の

う
え
、
図
書
館
・
図
書
施
設

に
直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ

ク
ス
で
。

〒
２
５
０-

０
０
１
４

小
田
原
市
城
内
７-

17

市
立
図
書
館

5
24
１
１
９
５

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

投
稿
で
き
ま
す
。

トップページ右側の「図書館資料予約システム」をクリック。ホームページ

忙
し
く
て
も
大
丈
夫
！

図
書
館
の
便
利
な
サ
ー
ビ
ス

　

図
書
館
に
は
図
書
館
に
し
か
な
い
貴

重
な
情
報
が
盛
り
だ
く
さ
ん
。
で
も
、

「
ど
う
し
て
も
図
書
館
に
行
け
な
い
」

「
本
を
探
す
時
間
が
無
い
」
そ
ん
な
と

き
は
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
チ
ェ
ッ

ク
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

❶
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
充
実
し
て
い
ま
す

　

図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
く
と
、

新
着
本
の
情
報
や
本
の
貸
し
出
し
状
況

が
一
目
で
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、『
こ
ど
も
の
ペ
ー
ジ
』
に
力

を
入
れ
、
充
実
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
情
報
、
調
べ
学
習
の
た
め

の
リ
ス
ト
、
お
す
す
め
本
リ
ス
ト
、
子

ど
も
た
ち
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
「
楽
し

か
っ
た
」「
感
動
し
た
」と
、反
響
の
あ
っ

た
本
の
紹
介
も
あ
り
ま
す
。

❷
本
を
借
り
る
の
も
、返
す
の
も
楽
々
!!

　

忙
し
い
か
た
必
見
。
ネ
ッ
ト
で
予
約
、

駅
で
返
却
が
で
き
ま
す
。

①
タ
イ
ト
ル
・
作

者
・
出
版
社
な

ど
で
借
り
た
い

本
を
検
索
。

②
指
定
し
た
場
所

で
本
を
受
け
取

り
ま
す
（
図
書

館
・
図
書
施
設

の
８
か
所
か
ら

指
定
が
で
き
ま

す
）。

③
小
田
原
駅
・
国

府
津
駅
で
も
返

却
が
で
き
ま
す

（
平
日
は
午
前

７
時
30
分
か
ら

午
後
７
時
ま
で
利
用
で
き
ま
す
）。

こどものページ

図書館職員
廣瀬 美奈子さん

▲子どもたちのメッセー
ジが図書館をつくりま
す。一部をホームペー
ジでも紹介しています。

ホームページ図書館トップページ

図書
館の
壁に
貼って

ある

樹木
の葉
っぱ１

枚１枚
が

 子ど
もた
ちの
メッセ

ージ
です

 子ど
もた
ちの
メッセ

ージ
です

 子ど
もた
ちの
メッセ

ージ
です

募集募集
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断
せ
ず
、
必
ず
か
ぎ
を

か
け
ま
し
ょ
う
。
か
ぎ

は
二
重
ロ
ッ
ク
に
す
る

と
、
よ
り
効
果
的
な
盗

難
防
止
に
な
り
ま
す
。

　

犯
人
か
ら
の
電
話
を

切
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
子

や
孫
の
変
更
前
の
電
話

番
号
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
他
の
家
族
に
も

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

警
察
官
や
市
役
所
職

員
が
、
電
話
で
暗
証
番
号
を
聞
い
た
り
、
自
宅

に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
受
け
取
り
に
行
く
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

犯
人
の
多
く
は
、
妊
娠
中
絶
費
や
会
社
の
お

金
の
使
い
込
み
な
ど
、
内
緒
で
お
金
を
用
立
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
名
目
で
現
金
を
要
求
し
ま

す
。
電
話
で
お
金
を
要
求
さ
れ
た
時
は
、
振
り

込
む
前
に
必
ず
警
察
や
家
族
な
ど
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

Y
小
田
原
警
察
署　

☎
32
０
１
１
０

　

暮
ら
し
安
全
課　

☎
33
１
３
９
６

市
民
相
談
＆

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

Y
暮
ら
し
安
全
課

　

市
民
相
談
室

☎
33
１
３
８
３

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
33
１
７
７
７

　

市
民
相
談
室
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
抱
え

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
の
相
談
件
数
は
３
，１
６
４
件
で
、

一
日
平
均
13
件
の
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
相
談

内
容
は
、
結
婚
・
離
婚
や
相
続
・
遺
言
な
ど
に

関
す
る
相
談
が
１
，１
９
２
件
、
不
動
産
関
係

の
相
談
が
３
７
９
件
で
、
こ
れ
に
借
金
や
ご
近

所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
を
含
め
た
民
事
関
係
の

相
談
が
、
全
体
の
65
・
５
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

一
般
相
談
は
、
比
較
的
軽
易
な
法
律
相
談
や

市
へ
の
要
望
、
日
常
生
活
の
悩
み
ご
と
な
ど
を

対
象
に
、
民
事
関
係
の
相
談
員
２
人
と
行
政
関

係
の
相
談
員
１
人
が
、
毎
日
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

特
別
相
談
は
、
分
野
ご
と
に
専
門
の
相
談
員

が
日
替
わ
り
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
一
番
利
用

が
多
い
の
が
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
で
、

昨
年
度
は
１
７
５
件
の
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
契
約
に
関
す
る
相
談
は
、
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
で
行
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
度
の
相
談

件
数
は
９
８
９
件
で
、
ア
ダ
ル
ト
情
報
サ
イ
ト

な
ど
の
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
相
談

を
は
じ
め
、ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
や
フ
リ
ー
・
ロ
ー

ン
、サ
ラ
金
な
ど
の
相
談
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
な
い
で
！

振り込め詐欺防止座談会

【
被
害
の
多
い
地
域
：
久
野
、
前
川
】

【
被
害
の
多
い
地
域
：
扇
町
、
国
府
津
、
栄
町
、
南
鴨
宮
】

　

多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
か
た
が
た
が
防

犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
子
ど
も
た
ち
の
見
守
り
な

ど
の
地
域
自
主
防
犯
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

　

し
か
し
、
市
内
で
は
年
間
２
，５
０
０
件

程
度
の
犯
罪
が
発
生
し
て
お
り
、
そ
の
原
因

の
一
つ
と
し
て
、
家
族
の
絆
や
隣
近
所
の
付

き
合
い
が
希
薄
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
ま
す
。

　

犯
罪
の
な
い
安

心
安
全
な
地

域
づ
く
り
を

進
め
る
た

め
に
は
、

大
切
な
家

族
の
絆
を

強
め
る
こ

と
や
、
隣
近

所
と
の
付
き

合
い
を
大
切
に

合
い
を
大
切
に

し
、
地
域
で
の
顔
見

知
り
を
増
や
す
、「
顔
の
見
え
る
関
係
」
を

作
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

家
の
戸
締
ま
り
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。
近

所
へ
の
買
い
物
や
ご
み
出
し
な
ど
、
少
し
の
時

間
で
も
戸
締
ま
り
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

玄
関
や
窓
の
か
ぎ
は
１
か
所
だ
け
で
な
く
、

補
助
錠
を
つ
け
る
と
効
果
的
で
す
。

●
空
き
巣
被
害
に
も　

ご
用
心
！

　

市
内
で
最
も
多
い
犯
罪
が
、
自
転
車
の
盗
難

で
す
。
自
転
車
の
盗
難
の
約
70
％
は
、
無
施
錠

の
も
の
で
す
。
ア
パ
ー
ト
や
自
宅
の
敷
地
か
ら

も
盗
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
「
す
ぐ
に
戻
る
か
ら
」「
自
宅
だ
か
ら
」
と
油

●
毎
日
発
生
し
て
い
る

自
転
車
の
盗
難
！

　

今
年
の
６
月
末
ま
で
の
小
田
原
警
察
署
管

内
の
発
生
件
数
は
６
件
、
被
害
総
額
は
お
よ
そ

６
０
０
万
円
で
す
が
、
県
内
で
の
発
生
件
数
は

３
５
０
件
、
被
害
総
額
は
お
よ
そ
５
億
円
で
増

加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

【
振
り
込
む
前
に
相
談
を
】

　

被
害
者
の
多
く
が
被
害
に
遭

う
前
に
、
子
や
孫
を
装
っ
た
犯

人
か
ら
電
話
番
号
変
更
の
連
絡

を
受
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
警
察
官
や
市
役
所
職
員
を
装
い
、
電

話
で
犯
罪
捜
査
や
税
金
還
付
の
た
め
な
ど
と

言
っ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
を
聞

き
出
し
、
カ
ー
ド
を
だ
ま
し
取
る
手
口
が
増
え

て
い
ま
す
。

●
ま
だ
ま
だ
注
意
が
必
要

振
り
込
め
詐
欺

安
心
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
を

み
ん
な
で

進
め
よ
う
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　６月、法隆寺の大野玄
げん

妙
みょう

管
長とお話をさせていただくご縁
に恵まれました。それに先だち、
改めて法隆寺や斑

いかるが

鳩の里のこ
となど、中学時代の修学旅行
で訪ねた時の記憶や、手元の
文献資料などをひもときつつ、
創建を進めた聖徳太子の「志」
に思いをはせてみました。
　通説では法隆寺の創建は西暦６０７年であり、す
でに１４００年の時を経ています。聖徳太子について
は今もってさまざまな論考が出されるなど、確たる史
実をもってその生涯の全てが捉えられてはいません。
しかし、「斑鳩で平和社会のモデル地域を創ろうとし
た」「慈悲の心に満ちた菩

ぼ

薩
さつ

たちを多く育てることによ
り、この国を治めようと考えた」と大野管長が言われ
るように、太子は大いなる志をもって国づくりに取り組
んだのでしょうし、少なくとも、それが太子の志として、
今なお斑鳩の地に受け継がれていることは事実です。
　つまり、１４００年という気の遠くなるような時空を超
えて、志は受け継がれてきたということです。そして
その間に、その志に触れた無数の人々によって、志
はさまざまに進化を遂げ、さまざまな地域に広がり、今
日的な意義を付されて、さらに未来へと生き続けてい
るのです。
　私たちが生きる小田原も、幾重にも重なる歴史の
上に今の姿が形成されてきました。時々のさまざまな
志が、このまちの姿をその都度つくり、また壊してきた
ことでしょう。先人たちがこのまちに見いだしてきた価
値や、このまちで実現しようとした理想の都市像、実
際のまちの形や文化のあり方などのうち、何を受け継ぎ、
何を遺

のこ

し、何を捨象するか。歴史あるまちに生きる者
として、絶えず問われるところです。歴史的風致維
持向上計画や中心市街地活性化計画、そして小田
原城跡整備構想などを通じ、私たちは貴重な地域資
源として受け継がれてきた先人たちの志を、改めてしっ
かり確かめ吟味すべき時を迎えています。
　そして、もうひとつ大切なことは、これから先に続く
世代に対し、私たちがどんな志をこのまちに遺していく
か、ということです。未来に向かって、より大きく膨ら
み、このまちをもっと豊かにしながら育っていくような志を、
私たちはまちづくりを通じて表現できるか。新しい総合
計画を策定しようとしている今、まさにそのことが問わ
れています。
　そのような思いから、新総合計画の素案の中では、
目指す都市像を明確に掲げさせてもらいました。「市
民の力で未来を拓

ひら

く希望のまち」。２０年３０年は言
うに及ばず、１００年先・２００年先、そして１０００年
先にも受け継がれてゆくような高い「志」を掲げ、ま
ちづくりを進めていこうではありませんか。

「幾代も生きる
まちづくりの志」～至誠・市政～

文　加藤憲一

　

複
雑
化
・
多
様
化
し
た
現
代
社
会
に
は
、
難

し
い
課
題
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
思
い
が
け

な
い
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、

一
人
で
悩
ま
な
い
で
市
役
所
の
相
談
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
問
題
解
決
に
向
け
て
、
相
談

員
が
親
切
・
丁
寧
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。 相談中は仕切られ、プライバシーは

守られます

　

私
た
ち
民

間
防
犯
指
導

員
は
、
市
内

25
の
地
区
に
１

人
ず
つ
い
ま
す
。
警
察
や
市

と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
青
パ
ト
（
青
色

回
転
灯
装
備
車
）
で
の
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
や
、

地
域
の
老
人
会
を
対
象
に
し
た
防
犯
教
室
を
開

催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
で
防
犯
の
注
意

ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
た
チ
ラ
シ
を
作
成
し
、
回

覧
を
行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪
抑
止
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
て
、
安
心
安

全
な
地
域
づ
く
り
を
実
現
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

民
間
防
犯
指
導
員
は
、
小
田
原
警
察
署
長

な
ど
か
ら
委
嘱
を
う
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
犯
罪

抑
止
活
動
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
地
域
と

警
察
と
の
パ
イ
プ
役
を
担
っ
て
い
ま
す
。

（
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
、
敬
称
略
）

　

緑　

地
区
：
栗
田
康
宏

新
玉
地
区
：
牧
石
美
千
雄

万
年
地
区
：
柳
下
吉
行

　

幸　

地
区
：
中
西
敏
夫

十
字
地
区
：
本
多
邦
夫

足
柄
地
区
：
土
田
宣
人

芦
子
地
区
：
植
田
昌
弘

二
川
地
区
：
添
田
易
司

東
富
水
地
区
：
亀
井
俊
一

富
水
地
区
：
香
川
忠
良

久
野
地
区
：
遠
藤
富
雄

大
窪
地
区
：
三
宅
俊
郎

早
川
地
区
：
大
坪
孝
壽

山
王
網
一
色
地
区
：
奥
村
栄

下
府
中
地
区
：
鈴
木
幹
二

桜
井
地
区
：
青
木
富
雄

豊
川
地
区
：
栢
沼
正
行

上
府
中
地
区
：
近
藤
幸
男

下
曽
我
地
区
：
柏
木
政
弘

国
府
津
地
区
：
韮
山
信

酒
匂
・
小
八
幡
地
区
：
加
藤
孝
雄

片
浦
地
区
：
矢
子
昇

曽
我
地
区
：
柏
木
敬
二

橘
南
地
区
：
小
島
栄

橘
北
地
区
：
猪
股
常
夫

小
田
原
警
察
署
管
内　

民
間
防
犯
指
導
員

民
間
防
犯
指
導
員
協
議
会
会
長

添
田
易や

す

司じ

さ
ん
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おだわら情報

ア
ー
ク
ロ
ー
ド
市
民

窓
口
が
移
転
し
ま
す

Y
市
民
窓
口
課　

☎
33
１
３
８
１

　

小
田
原
駅
東
西
自
由
連
絡
通
路
内
の

ア
ー
ク
ロ
ー
ド
市
民
窓
口
は
、
Ｊ
Ｒ
東

日
本
改
札
前
に
移
転
し
、
８
月
30
日
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

　

現
在
の
ア
ー
ク
ロ
ー
ド
市
民
窓
口
よ
り

待
合
ス
ペ
ー
ス
が
広
く
な
る
な
ど
、
さ
ら

に
使
い
や
す
く
な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
！

　

な
お
、
移
転
作

業
に
伴
い
、
８
月

28
日（
土
）・
29
日

（
日
）は
、
臨
時
休

業
し
ま
す
。

総
合
防
災
訓
練

総
合
防
災
訓
練

〜
防
災
は　

日
ご
ろ
の
備
え
と　

地
域
の
き
ず
な
〜

〜
防
災
は　

日
ご
ろ
の
備
え
と　

地
域
の
き
ず
な
〜

　

日
ご
ろ
か
ら
の
防
災
意
識
の
向
上

を
図
る
た
め
、
今
年

は
豊
川
地
区
、
上

府
中
地
区
、
下
曽

我
地
区
、
曽
我
地

区
の
自
主
防
災
組
織
、

防
災
関
係
機
関
、
行
政
が
一
体

と
な
っ
た
総
合
防
災
訓
練
を
行

い
ま
す
。

　

ま
た
、
避
難
所
生
活
を
体
験
す
る
宿
泊

体
験
訓
練
を
併
せ
て
実
施
し
ま
す
。

《
宿
泊
体
験
訓
練
》

日
時
：
８
月
28
日（
土
）午
後
４
時
〜
８
月

29
日（
日
）午
前
６
時
30
分

場
所
：
豊
川
・
千
代
・
下
曽
我
・
曽
我
の

各
小
学
校
体
育
館

主
な
内
容
：

避
難
者
カ
ー
ド

記
入
、
防
災
情

報
シ
ス
テ
ム
入

力
、
給
水
お
よ

び
炊
出
し
、
テ

ン
ト
設
営
、
仮

設
ト
イ
レ
設
置
、

防
災
・
火
災
の

話
な
ど

《
総
合
防
災
訓
練
》

日
時
：
８
月
29
日（
日
）午
前
９
時
〜
11
時

30
分

場
所
：
上
府
中
公
園
多
目
的
広
場

主
な
訓
練
内
容
：

避
難
、
消
火
お
よ

び
応
急
手
当
、
広

域
避
難
所
開
設
運

営
、
道
路
啓
開
復

旧
、
ラ
イ
フ
ラ
イ

ン
の
復
旧
、
災
害

救
助
犬
に
よ
る
捜

索
活
動
、
救
出
救

助
、
緊
急
物
資
輸
送
な
ど

参
加
・
協
力
団
体
：
44
団
体

Y
防
災
対
策
課　

☎
33
１
８
５
６

　

な
お
、
移
転
作

・
当
日
は
、
市
の
防
災
行
政
用
無
線
で
、

豊
川
・
上
府
中
・
下
曽
我
・
曽
我
地
区
で
、

訓
練
情
報
を
次
の
と
お
り
放
送
し
ま
す
。

（
１
回
目
）７
時
15
分
頃　

訓
練
周
知
の

放
送
、（
２
回
目
）11
時
30
分
頃　

訓
練

終
了
の
放
送

・
こ
の
機
会
に
、
各
ご
家
庭
で
非
常
時
持

出
品
や
避
難
場
所
お
よ
び
避
難
経
路
の

確
認
、
家
族
の
連
絡
方
法
な
ど
を
話
し

合
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※
雨
天
決
行
。
た
だ
し
、
各
種
気
象
警
報

等
発
表
の
場
合
は
中
止
。

東口

西口西口西口西口小田原駅小田原駅



「
市
民
と
市
長
の
ま
ち
か
ど
ト
ー
ク
」
を
開
催

〜
市
民
の
皆
さ
ん
と
市
長
が
語
り
合
う
懇
談
会
を
開
き
ま
す
〜

本
市
は
今
年
、
市
制
施
行
か
ら
70
周
年
と
い
う
節
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
中
、
市
で
は
市
民
と
地
域
が
主
体
と
な
る
「
持
続
可
能
な
市
民
自

治
の
ま
ち
」を
目
指
し
、さ
ま
ざ
ま
な
土
台
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

今
年
は
そ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
本
格
的
に
動
き
だ
し
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
主
役
で
あ
る
市
民
の
皆
さ
ん
に
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
ご

紹
介
し
、
ご
理
解
い
た
だ
き
な
が
ら
、
意
見
交
換
を
し
ま
す
。
新
し
い
小
田

原
に
向
け
て
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。    

Y
広
報
広
聴
室　

☎
33
１
２
６
３

日　

時
：
８
月
29
日
（
日
）

午
後
２
時
30
分
〜
４
時

場　

所
：
ロ
ビ
ン
ソ
ン
百
貨
店

４
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー

テ
ー
マ
：「
生
ご
み
を
資
源
と
し
て
考
え

よ
う
〜
生
（
い
き
）
ご
み
小
田

原
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
〜
」

　

市
で
は
家
庭
な
ど
か
ら
出
さ
れ
る
生
ご

み
を
資
源
と
し
て
と
ら
え
、
堆
肥
化
し
て

活
用
す
る
資
源
の
地
域
内
循
環
の
仕
組
み

づ
く
り
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
家

庭
と
地
域
単
位
で
そ
れ
ぞ
れ
モ
デ
ル
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
の
取
り
組
み
で
は
、
市
内
の
お
よ

そ
１
，０
０
０
世
帯
で
、
段
ボ
ー
ル
コ
ン

ポ
ス
ト
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
堆

肥
化
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
、

今
後
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
検
証
を

行
い
な
が
ら
、
来
年
度
以
降
に
つ
な
げ
る

検
討
を
し
て
い
ま
す
。

　

ご
み
の
減
量
を
図
り
環
境
に
や
さ
し

い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
ま
た
、
各
事

業
を
通
じ
て
地
域
の
活
性
化
を
図
っ
て

い
く
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

※
事
前
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
直
接
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
託
児
（
２
歳
以
上
就
学
前
ま
で
）
や
手

話
通
訳
が
必
要
な
か
た
は
、
開
催
日
の

２
週
間
前
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
８
月
27
日
（
金
）
〜
30
日
（
月
）
に
は
、

同
会
場
で
、
１
９
６
０
年
の
天
守
閣
再

建
工
事
竣
工
か
ら
今
日
ま
で
の
50
年
の

日
々
を
写
真
パ
ネ
ル
で
紹
介
す
る
「
写

真
で
綴
る
天
守
閣
復
興
50
年
の
歩
み
」

を
開
き
ま
す
（
午
前
10
時
〜
午
後
６
時
、

最
終
日
は
午
後
４
時
ま
で
）。

夏
休
み
本
番

わ
ん
ぱ
く
ら
ん
ど
は
平
日
が
お
す
す
め
！

Y
み
ど
り
公
園
課　

☎
33
１
５
８
１
、
わ
ん
ぱ
く
ら
ん
ど　

☎
24
３
１
８
９

　

今
年
４
月
の
グ
ラ
ン
ド
オ
ー
プ
ン
以
来
、

わ
ん
ぱ
く
ら
ん
ど
は
多
く
の
か
た
に
ご
利

用
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
駐
車
場
付
近
で
は
車
が
混
雑
し
、

周
辺
の
交
通
に
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
指
定
管
理
者
と
と
も
に
、
混
雑

解
消
の
た
め
の
迂
回
路
の
設
定
や
臨
時
駐

車
場
を
確
保
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
対

策
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
シ
ー
ズ
ン
、
休

日
な
ど
に
は
、
混
雑
の
発
生
が
予
想
さ
れ

ま
す
。　

そ
こ
で
比
較
的
ゆ
と
り
が
あ
る

平
日
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、

指
定
管
理
者
か
ら
駐
車
場
無
料
利

用
券
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
（
左
下
）。

　

夏
休
み
の
平
日
は
、
わ
ん
ぱ
く

ら
ん
ど
で
ゆ
っ
た
り
と
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

な
お
、
休
日
な
ど
に
お
越
し
の

際
は
、
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
小
田
原

駅
西
口
か
ら
バ
ス
10
分
）

※
無
料
利
用
券
の
注
意
事
項

●

８
月
31
日
ま
で（
土
、日
曜
日
及

び
８
月
13
日
と
16
日
を
除
く
）

●

再
入
場
は
で
き
ま
せ
ん
。

●

コ
ピ
ー
・
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　

無
効

切り取って
係
員
に
お
渡しください

わんぱくらんど・辻村植物公園

駐車場

【平成22年8月31日まで、１回限り有効】

土・日曜日、８月１３日・１６日を除く

平
日
無
料
利
用
券再

入
場不

可

コピー・ダウンロード無効



わん
ぱく
らん
ど・
辻村
植物
公園

駐車
場

平
日
無
料
利
用
券切り

取り
線

　

こ
の
場
合
の
「
お
の
れ
お
の
れ
」
は
、「
自
分

自
身
の
」「
各
人
の
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
た
、

「
住
処
」
は
「
現
在
自
分
が
い
る
位
置
や
立
場
」

「
心
の
お
き
ど
こ
ろ
」

を
指
し
て
い
て
、
こ
の

歌
を
今
の
言
葉
に
直
す

と
、「
遠
い
と
か
近
い

と
か
言
う
け
れ
ど
も
、

全
体
と
し
て
見
れ
ば
そ

ん
な
こ
と
は
な
い
、
遠

い
か
近
い
か
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
が
、
ど
こ
に

い
る
か
に
よ
っ
て
決
ま

る
の
だ
」
と
い
う
意
味

に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
あ
る
お
店

が
、
自
宅
か
ら
見
て
川

の
対
岸
に
あ
っ
た
と
す
る
と
、
私
た
ち
は
「
遠

く
て
不
便
だ
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
お
店
が
も
し
火
事
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、

「
あ
あ
、
川
の
対
岸
で
（
遠
く
て
）
よ
か
っ
た
」

と
思
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

同
じ
よ
う
に
、
事
の
善
悪
に
つ
い
て
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
な
ど
に
よ
っ
て
、
見
方
が
変

わ
っ
て
き
ま
す
。

　

借
金
の
利
子
は
、
お
金
を
借
り
よ
う
と
す
る

人
に
と
っ
て
は
安
い
方

が
助
か
り
ま
す
が
、
預
け

た
り
貸
し
た
り
す
る
人
に

と
っ
て
は
、
高
い
方
が
喜

ば
れ
ま
す
。

　

自
分
の
立
場
だ
け
に
こ

だ
わ
っ
て
い
る
と
、
物
事

を
正
し
く
見
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
尊
徳
は
、
こ

の
歌
で
、
相
手
の
立
場
に

立
っ
て
考
え
る
こ
と
、
物

事
の
一
面
だ
け
を
見
て
判

断
す
る
の
で
は
な
く
、
全

体
を
見
渡
し
て
判
断
し
、

自
分
勝
手
な
考
え
方
を
し
な
い
こ
と
が
大
切
だ
、

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
「
報ほ

う

徳と
く

」
で
は
「
一い

ち

円え
ん

観か
ん

」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

※
協
力　

報
徳
博
物
館
館
長
代
理　

齋
藤
清
一
郎
さ
ん
。

〈「
至
誠
」̶

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る
〉

見み

渡わ
た

せ
ば　

遠と
お

き
ち
か
き
は　

な
か
り
け
り

お
の
れ
お
の
れ
が　

住す
み
か処
に
ぞ
あ
り

尊
徳
道道ど

う

歌歌か

の
こ
こ
ろ
⑧

　

二
宮
尊
徳
が
そ
の
教
え
を
分
か
り
や
す
く
詠よ

み
上
げ
た
道
歌
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
尊
徳
の
教
え

を
知
る
う
え
で
も
、
確
か
な
道
し
る
べ
と
な
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を

連
載
で
紹
介
し
ま
す
。

Y
尊
徳
記
念
館　

☎
36
２
３
８
１

　

昭
和
55
年
に
発
足
し
た
「
健
康
お
だ
わ
ら

普
及
員
」は
、今
年
で
30
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
地
域
で
、
各
連
合
自
治
会
か
ら

推
薦
さ
れ
た
80
人
の
健
康
お
だ
わ
ら
普
及
員

が
活
動
し
、
地
域
の
か
た
か
ら
は
「
普
及
員

さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

普
及
員
活
動
は
こ
れ
か
ら
が
本
番
！

　

今
年
も
各
地
区
公
民
館
な
ど
で
、
健
康
づ

く
り
の
た
め
の
体
操
教
室
や
栄
養
教
室
（
調

理
実
習
）、
地
域
で
の
バ
ザ
ー
な
ど
で
減
塩
味

噌
汁
の
試
飲
会
な
ど
を
開
催
し
て
い
き
ま
す
。

コピ
ー・
ダウ
ンロ
ード
によ
るも
のは

無効
です

再
入
場

不
可

Y
健
康
づ
く
り
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）　

☎
47
０
８
２
０

地
域
の
皆
さ
ん
の

健
康
づ
く
り
を
お
手
伝
い

健
康
お
だ
わ
ら
普
及
員

「尊徳道歌集書抜三十六首」に書かれた
「見渡せば」の歌

今
年
も
開
催
!!　

ミ
ニ
ミ
ニ
健
康
デ
ー

　

皆
さ
ん
の
地
域
で
開
催
さ
れ
る
健
民
祭（
体
育
祭
）で
、

健
康
お
だ
わ
ら
普
及
員
に
よ
る
健
康
測
定
会
「
ミ
ニ
ミ

ニ
健
康
デ
ー
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

各
地
区
に
先
が
け
て
５
月
30
日
に
は
新
玉
・
橘
南
両

地
区
で
開
催
し
、
血
圧
や
体
脂
肪
な
ど
の
各
種
測
定
と

保
健
師
が
健
康
相
談
を
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
１
０
０

人
以
上
の
か
た
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

日
ご
ろ
健
康
を
意
識
し
な
い
か
た
も
、
ご
家
族
や
ご

近
所
で
声
を
か
け
あ
い
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
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い
、魅
力
的
な
街
」

だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
の
訪
問
で
は

日
本
民
謡
な
ど
の

ほ
か
、
以
前
の
演

奏
会
で
歌
っ
た
メ

キ
シ
コ
の
曲
を
ス

ペ
イ
ン
語
で
披
露

し
、
こ
れ
が
現
地

の
人
に
大
好
評

だ
っ
た
と
か
。

「
相
手
の
事
を
考
え
、

心
か
ら
交
流
を
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
が

大
事
で
す
」

　

現
在
、
合
唱
団
に
は
55
人
が
在
籍
。「
メ

ン
バ
ー
そ
ろ
っ
て
の
遠
征
は
課
題
も
多
く
、

そ
う
頻
繁
に
は
行
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も

今
後
も
で
き
る
限
り
交
流
し
て
い
き
た
い

し
、
も
し
お
迎
え
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、

ぜ
ひ
協
力
し
た
い
で
す
ね
」

　

国
や
言
語
の
壁
を
越
え
、
歌
声
が
人
と

人
を
つ
な
ぎ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
一

つ
の
交
流
が
、
姉
妹
都
市
を
つ
な
ぐ
絆
を

よ
り
太
く
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
月
４
日
か
ら
本
市
の
青
年
４
人
が
、

姉
妹
都
市
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
チ
ュ
ラ
ビ
ス
タ
市
へ
派
遣
さ
れ

ま
す
。
こ
の
行
政
間
の
交
流
事
業
以
外
に

も
、
市
民
同
士
の
交
流
も
ま
た
着
実
に
進

ん
で
い
ま
す
。

　

今
年
４
月
、
市
内
を
拠
点
に
幅
広
く
活

躍
す
る
小
田
原
男
声
合
唱
団
の
14
人
が

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
桜
ま
つ
り
」
の
コ
ン

サ
ー
ト
に
参
加
し
、
併
せ
て
チ
ュ
ラ
ビ
ス

タ
市
を
親
善
訪
問
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
シ
ェ
リ
ル
・
コ
ッ
ク
市
長
を
は

じ
め
、
多
く
の
か
た
か
ら
歓
迎
を
受
け
、

現
地
の
大
学
・
市
民
合
唱
団
と
も
交
流
。

団
長
を
務
め
る
一
色
さ
ん
に
チ
ュ
ラ
ビ

ス
タ
の
印
象
を
伺
う
と
、「
メ
キ
シ
コ
に

近
い
た
め
、
至
る
と
こ
ろ
で
ス
ペ
イ
ン
語

の
曲
が
流
れ
、
ラ
テ
ン
系
の
雰
囲
気
が
漂

【
連
載
】

姉
妹
都
市
で
奏
で
る
心
の
ハ
ー
モ
ニ
ー

一色団長と握手を交わすシェリル・コック市長

演奏会後に現地の合唱団の皆さんと

小
田
原
男
声
合
唱
団
で
は
団
員
を

随
時
募
集
中
！

Y
井
上
楽
器　

☎
24
０
５
１
５

６
月
に
日
本
武
道
館
で
開
催
さ
れ
た

「
全
日
本
高
齢
者
武
道
大
会
」。
55

〜
65
歳
の
部
で
見
事
優
勝
し
た
小
川
さ
ん

は
、
昨
年
４
月
か
ら
小
田
原
警
察
署
に
勤

務
。「
ど
ん
な
状
況
で
も
毅き

然ぜ
ん

と
し
て
立

ち
向
か
う
強
さ
の
、
ベ
ー
ス
と
な
る
よ
う

な
自
信
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
」と
、日
々

署
員
に
剣
道
を
指
導
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
大
会
は
、
年
齢
別
に
分
け
ら
れ
て

い
て
、
最
高
齢
部
門
は

85
歳
以
上
。
今
年
は
92

歳
の
か
た
も
参
加
さ
れ

ま
し
た
。
20
年
ほ
ど
前

か
ら
大
会
運
営
を
手
伝

い
、
挑
戦
し
続
け
る
先

輩
た
ち
を
見
て
、
自
分

も
そ
の
歳
に
な
っ
た
ら

出
場
し
よ
う
と
決
意
。

　

３
回
目
の
挑
戦
と
な

る
今
回
、
厳
し
い
７
試

合
を
勝
ち
抜
い
て
優
勝

で
き
た
の
は
、「
小
田

原
か
ら
駆
け
つ
け
て
く
れ
た
、
若
い
署
員

の
応
援
が
あ
っ
た
か
ら
」「
い
つ
ま
で
も

挑
戦
す
る
自
分
の
姿
に
、
彼
ら
自
身
も
頑

張
ろ
う
と
思
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
そ
れ
が

一
番
嬉
し
い
。
結
果
は
そ
の
次
」
と
、
熱

く
温
か
い
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　

余
暇
も
ほ
と
ん
ど
剣
道
に
費
や
し
、
子

ど
も
た
ち
を
指
導
す
る
際
に
は
、
礼
儀
作

法
や
思
い
や
り
と
い
っ
た
、
昔
か
ら
日
本

人
が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
を
、

丁
寧
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

ご
自
身
が
高
校
３
年
の
と
き
、

神
奈
川
県
警
へ
入
る
こ
と
を
す

す
め
、
さ
ら
に
同
大
会
を
立
ち

上
げ
た
恩
師
を
、
小
川
さ
ん
は

大
変
尊
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
恩

師
の
背
中
を
見
て
剣
道
に
励
み

続
け
、
さ
ら
に
今
後
も
挑
戦
を

続
け
た
い
と
意
気
込
む
背
中
が
、

若
い
署
員
や
子
ど
も
た
ち
に
、

た
く
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送

り
続
け
ま
す
。

全日本高齢者武道大会
優勝

小田原警察署　警務課

小川 小川 亜亜
ああ

土土
どど

警部補警部補

少年剣道推進会で指導する小川さん（小田原警察署道場にて）



法
隆
寺
と
小
田
原

加
藤
市
長
：
１
４
０
０
年
以
上
も
の
法
隆
寺
の

歴
史
や
、
聖
徳
太
子
が
平
和
を
願
い
執
り
行
っ

た
こ
と
な
ど
に
は
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
に
必

要
な
示
唆
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

大
野
管
長
：
聖
徳
太
子
は
、
多
く
の
寺
を
造

り
、
菩ぼ

薩さ
つ

を
増
や
し
、
善
人
を
育
て
、
さ
ら
に

そ
の
善
人
が
善
人
を
生
み
育
て
る
、
善
人
に
よ

る
和
の
社
会
を
目
指
し
ま
し
た
。
そ
の
考
え
の

基
本
は
、
仏
教
に
限
ら
ず
、
神じ

ん

祇ぎ

や
祭さ

い

祀し

の
考

え
に
も
通
じ
る
も
の
で
、
何
ら
特
別
な
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
太
子
は
、
斑
鳩
の
里
に
「
平

和
社
会
の
モ
デ
ル
地
域
」
を
実
現
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
後
の
国
家
的
事
業
、
平
城
京

造
営
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
理
想

の
都
市
計
画
が
あ
り
ま
し
た
。

加
藤
市
長
：
斑
鳩
で
平
和
都
市
の
モ
デ
ル
地
域

づ
く
り
が
進
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
各
地

へ
の
寺
領
の
展
開
の
中
で
、
小
田
原
を
は
じ
め
他

地
域
と
の
縁
が
つ
な
が
っ
て

い
っ
た
の
で
す
ね
。

大
野
管
長
：
は
い
。
当
時
大

和
で
は
、
大
陸
か
ら
戻
っ
た

遣
隋
使
、
遣
唐
使
が
次
々
に

新
し
い
技
術
な
ど
を
伝
え
、

そ
れ
よ
り
少
し
前
の
優
れ
た

飛
鳥
の
技
術
を
持
っ
た
工こ

う

人じ
ん

な
ど
は
、
奈
良
か

ら
活
躍
の
場
を
求
め
て
各
地
に
広
が
っ
て
い
き

ま
し
た
。
こ
う
し
て
、大
和
や
斑
鳩
の
里
か
ら
、

当
時
の
技
術
や
考
え
方
が
全
国
に
広
め
ら
れ
た

の
で
す
。

　

各
地
の
寺
院
に
法
隆
寺
式
の
伽が

藍ら
ん

配
置
が
見

ら
れ
た
り
、
法
隆
寺
の
瓦
の
型
が
使
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
は
、
人
や
文
化
の
交
流
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

加
藤
市
長
：
市
内
千
代
で
は
、
奈
良
時
代
に
寺

院
が
造
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
伽
藍
配
置

な
ど
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
市
内
に
あ
る
寺
社
な
ど
に
も
、
そ
の
ど
こ

か
に
、
斑
鳩
か
ら
来
た
工
人
が
伝
え
た
要
素
が

あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
す
ね
。

　

今
日
の
小
田
原
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
や
文
化

に
、
当
時
の
人
の
交
流
の
中
で
伝
え
ら
れ
た
遺

伝
子
が
あ
る
と
思
う
と
、
小
田
原
と
法
隆
寺
の

つ
な
が
り
が
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

今
の
時
代
に
必
要
な
も
の

加
藤
市
長
：
太
子
の
時
代
に
も
、
疫
病
や
飢
餓

な
ど
、
き
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
ま
し

た
。
現
代
も
ま
た
、
心
の
闇
を
抱
え
て
い
る
人

斑い

か

る

が鳩
の
里
と
小
田
原

〜
古い

に
し
え

の
ゆ
か
り
が
伝
え
る
も
の
〜

歴
史
あ
る
ま
ち
に
生
き
る
２

お
よ
そ
１
４
０
０
年
前
、
聖
徳
太
子
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
法

隆
寺
（
奈
良
県
斑
鳩
町
）。「
法
隆
寺
地
域
の
仏
教
建
造
物
」
は
、
世
界
最

古
の
木
造
建
築
物
と
し
て
、
１
９
９
３
年
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
隆
寺
の
古
文
書
に
、
か
つ
て
の
小
田
原
の
地
名
が
食じ

き

封ふ

（
律
令
制
で
、

親
王
・
貴
族
・
寺
院
な
ど
に
支
給
す
る
制
度
）
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、

法
隆
寺
と
小
田
原
の
ゆ
か
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

去
る
６
月
、
法
隆
寺
の
大
野
玄げ

ん

妙み
ょ
う

管
長
と
加
藤
市
長
が
対
談
。
そ
の
つ
な

が
り
や
、
聖
徳
太
子
が
当
時
志
し
た
も
の
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
現
代
社

会
へ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
貴
重
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

Y
広
報
広
聴
室　

☎
33
１
２
６
１

【
対
談
】
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加
藤
憲
一
市
長



が
多
い
の
が
現
状
で
す
。
当
時
太
子
が
立
ち
向

か
い
、
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
は
、
今

の
世
の
中
に
も
通
じ
る
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
野
管
長
：
太
子
が
掲
げ
た
十
七
条
の
憲
法
第

二
条
に
「
篤あ

つ

く
三
宝
を
敬
え
」
と
あ
り
ま
す
。

仏
教
に
お
け
る
三
宝
、仏
（
お
釈
迦
様
）、法
（
教

え
）、
僧
（
僧
侶
）
は
、
現
代
社
会
で
は
、「
仏
」

は
理
想
や
目
的
、「
法
」
は
そ
れ
を
達
成
す
る

た
め
の
計
画
書
・
手
段
、「
僧
」
は
仲
間
に
置

き
換
え
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
皆
に
必
要
な

社
会
的
要
素
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
今
、
目
的

を
持
て
な
い
、
あ
る
い
は
理
想
が
高
く
手
段
が

分
か
ら
な
い
、
仲
間
が
い
な
い
な
ど
と
い
う
人

が
増
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ど
の
社
会

で
も
、
こ
の
３
つ
の
要
素
は
必
要
で
す
。
仲
間

に
つ
い
て
言
え
ば
、
最
小
限
の
仲
間
で
あ
る
家

族
、
同
じ
地
域
に
生
き
る
身
近
な
人
た
ち
が
と

て
も
重
要
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
第
一
条
に
は「
和
を
も
っ
て
貴と

う
と

し
と
す
」

と
あ
り
ま
す
。太
子
が
最
も
広
め
た
か
っ
た「
和

の
精
神
」も
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
。「
和
」と
は
、

放ほ
う

逸い
つ

（
勝
手
気
ま
ま
に
ふ
る
ま
う
）
を
避
け
る

こ
と
。
集
団
で
は
大
切
な
こ
と
で
、
人
に
は
そ

れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ

る
の
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。

相
手
の
立
場
で
考
え
、
支
え
あ
う

加
藤
市
長
：
私
は
小
田
原
を
、「
持
続
可
能
な

市
民
自
治
の
ま
ち
」
に
し
よ
う
と
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
た
く
さ
ん
の
課
題

を
、
市
民
の
皆
さ
ん
と
と
も
に
解
決
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ち
づ
く
り
を
自
分
た
ち
が

担
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
、
皆
で
共
有
す
る

こ
と
が
課
題
で
す
。

大
野
管
長
：

相
手
の
立
場
に

立
っ
て
考
え
る

「
同ど

う

事じ

」
と
い

う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
奉
仕
の

精
神
に
、「
同

事
」
の
考
え
方

は
と
て
も
大
事

で
、
皆
が
相
手

の
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
人
に

優
し
い
ま
ち
と
な
り
、
ま
た
凶
悪
犯
罪
な
ど
も

な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

加
藤
市
長
：
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
通
り
で
す
。
し

か
し
、
頭
で
理
解
し
て
も
、
自
分
が
ま
ち
づ
く

り
の
担
い
手
で
あ
る
と
実
感
す
る
の
は
難
し
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
子
ど
も
を
守
り
、
高
齢
者

を
支
え
ら
れ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
、
皆
で

力
を
出
し
合
え
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
ど
う
ア

プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

大
野
管
長
：
教
育
の
大
き
な
問
題
で
も
あ
り
ま

す
が
、
今
、
子
ど
も
に
背
中
を
見
せ
ら
れ
な
い

大
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
子
ど
も

た
ち
に
自
分
の
背
中
を
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う

意
識
を
持
ち
行
動
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
っ
た
意
識
を
強
く
持
て
ば
、
自
分
の
行

動
を
考
え
、
何
を
す
る
べ
き
か
、
し
て
は
な
ら

な
い
か
、
お
の
ず
と
分
か
る
の
で
す
。

加
藤
市
長
：
私
た
ち
自
身
が
、
次
代
を
担
う
子

ど
も
た
ち
に
自
分
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
を
意
識

し
、自
分
と
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
ね
。

小
田
原
を
知
り
、
仲
間
と
盛
り
上
げ
る

加
藤
市
長
：
管
長
か
ら
、
太
子
が
平
和
を
志
し

た
当
時
の
お
話
を
伺
い
、
平
和
社
会
の
モ
デ
ル

地
域
で
あ
っ
た
斑
鳩
の
里
の
イ
メ
ー
ジ
が
は
っ

き
り
見
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
現
代
も
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
目
指
す
べ
き
と
思
う
こ
と
が
多

く
あ
り
ま
し
た
。

　

小
田
原
に
は
、
海
、
山
、
川
と
い
っ
た
自
然
、

そ
し
て
歴
史
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
を
守
り
、人
々

が
安
心
し
て
生
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
尽
力
し

て
い
き
た
い
で
す
。

大
野
管
長
：
ま
ず
、
小
田
原
に
住
む
人
が
、
皆

で
小
田
原
の
歴
史
な
ど
を
調
べ
、
小
田
原
の
話

題
で
盛
り
上
が
り
、
そ
の
中
で
一

緒
に
小
田
原
で
暮
ら
し
て
い
る
仲

間
意
識
を
強
く
持
つ
こ
と
が
大
事

で
す
。
歴
史
、
地
理
、
産
業
な
ど
、
小
田
原
に

詳
し
い
人
を
増
や
し
ま
し
ょ
う
。
小
田
原
を
訪

れ
た
人
に
、
そ
う
い
っ
た
市
民
の
情
熱
や
ま
ち

の
魅
力
を
存
分
に
Ｐ
Ｒ
で
き
れ
ば
、
小
田
原
の

よ
い
印
象
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
観
光
客
も
増

え
、
ま
ち
も
活
性
化
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
、
法
隆
寺
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

加
藤
市
長
：
確
か
に
残
念
な
が
ら
、
小
田
原
に

住
み
な
が
ら
、
そ
の
魅
力
を
十
分
に
知
ら
な
い

人
も
多
い
と
感
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
私
た
ち
自
身
が

小
田
原
の
よ
さ
を
知
る
と
こ

ろ
か
ら
始
め
て
い
き
ま
す
。

大
野
管
長
：
小
田
原
に
詳
し

い
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
か

た
を
中
心
に
、
勉
強
会
を
開

催
す
る
な
ど
、
市
民
の
か
た

の
お
力
で
、
ぜ
ひ
ま
ち
の
活

力
を
向
上
さ
せ
て
い
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

加
藤
市
長
：
本
日
は
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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法
隆
寺

大お
お

野の

玄げ
ん

妙み
ょ
う

管
長

（
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
）
法
隆
寺
管
長
。
１
９
４
７
年
大
阪
府

生
ま
れ
。龍
谷
大
学
文
学
部
を
経
て
同
大
学
院
を
修
了
。

１
９
９
３
年
に
法
隆
寺
執
事
長
と
な
り
、
法
起
寺
住
職
、

法
隆
寺
住
職
代
務
者
、
聖
徳
宗
管
長
代
務
を
歴
任
。

１
９
９
９
年
か
ら
現
職
。



ま
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焼
け
落
ち
た
旅
館

　

本
町
で
旅
館
を
営
み
、
当

時
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
出
征
し

て
い
た
清
水
伊い

十じ
ゅ
う

良ろ
う

さ
ん
。

清
水
さ
ん
は
、
そ
の
後
に
聞

い
た
空
襲
の
よ
う
す
を
次
の

よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　

空
襲
が
始
ま
る
と
辺
り
は

ま
る
で
真
昼
の
よ
う
な
明
る

さ
と
な
っ
た
そ
う
で
す
。
市

民
は
着
物
を
焼
く
焼
夷
弾
の

油
を
振
り
払
い
な
が
ら
、
着

の
身
着
の
ま
ま
で
逃
げ
る
の

が
精
一
杯
で
、
日
ご
ろ
か
ら

訓
練
を
重
ね
て
い
た
「
防
空

練
習
」
も
ま
っ
た
く
役

に
立
た
な
い
混
乱
ぶ
り
。

　

私
の
家
（
旅
館
）
に

は
多
く
の
軍
人
が
宿
泊

し
て
い
ま
し
た
が
、
一

人
残
ら
ず
逃
げ
出
し
て
、

家
の
者
だ
け
で
消
火
活

動
を
行
い
ま
し
た
。
幸
い
右
隣
り
へ

の
延
焼
は
防
い
だ
も
の
の
、
結
局
自

分
の
家
は
焼
け
落
ち
て
し
ま
い
ま

し
た
。

焼
け
跡
か
ら

明
日
に
向
か
っ
て
…

　

よ
う
や
く
迎
え
た
朝
、
清
水
さ
ん

の
お
父
様
は
近
所
の
写
真
館
に
依
頼

し
て
、
将
来
の
記
録
の
た
め
に
井
細

田
ま
で
一
望
で
き
る
焼
け
跡
に
立
っ

て
、
こ
の
被
災
の

様
子
を
写
真
に
収

め
た
そ
う
で
す
。

　

自
分
の
家
が
焼

け
落
ち
る
と
い
っ

た
状
況
の
中
で
も
、

「
史
実
を
後
世
に

着
実
に
伝
え
な
け

れ
ば
」
と
い
う
思

い
は
、
明
日
へ
の

希
望
を
見
失
わ
な

か
っ
た
市
民
の
気

概
の
一
端
を
伝
え

て
い
ま
す
。

　

今
を
生
き
る

私
た
ち
は
、
当
時

を
必
死
に
生
き
た

人
々
の
計
り
知
れ

な
い
悲
し
み
や
苦

し
み
を
い
つ
ま
で

も
忘
れ
る
こ
と
な

く
、
二
度
と
悲
惨

な
戦
争
を
繰
り
返

し
て
な
ら
な
い
と
い
う
決
意
を
、
着
実
に

引
き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

表紙の言葉表紙の言葉

小田原漁港は早川河口の右岸に位置し、多くの漁船が入港小田原漁港は早川河口の右岸に位置し、多くの漁船が入港
します。元は陸地であったところを掘り込み式で整備した全国します。元は陸地であったところを掘り込み式で整備した全国
でも珍しい漁港です。漁港周辺には飲食店や水産物の土産でも珍しい漁港です。漁港周辺には飲食店や水産物の土産
物屋・釣り船の船宿などが軒を並べにぎわいを見せています。物屋・釣り船の船宿などが軒を並べにぎわいを見せています。

小田原ふるさとの原風景百選　Ｎｏ.３９

フラッシュバック 
原風景「早川の漁港」「早川の漁港」

小
田
原
空
襲
と
は

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
「
終
戦
の
日
」
と

な
っ
た
１
９
４
５
年
８
月
15
日
の
未
明
か

ら
明
け
方
に
か
け
、
小
田
原
の
市
街
地
に

大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
空
襲
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
軍
の
大
型
爆
撃
機
Ｂ
29
は
、

現
在
の
浜
町
や
本
町
周
辺
に
爆
弾
（
焼

し
ょ
う

夷い

弾
）
を
投
下
し
、
相
模
湾
に
抜
け
て
い
き

ま
し
た
。当
時
、こ
の
辺
り
に
は
、通
称「
青

物
町
」「
高
梨
町
」「
宮
小
路
」
と
い
わ
れ
る

商
店
街
や
花
街
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
空

襲
に
よ
り
、周
辺
地
域
は
文
字
ど
お
り「
火

の
海
」
と
化
し
、
約
４
０
０
戸
の
家
屋
が

消
失
し
、
12
人
の
か
た
が
死
亡
し
た
と
の

記
録
が
あ
り
ま
す
。

小田原空襲

市制施行から７０年という節目の今年。
先人の営みより継承されたもの、自然事象とともに刻んだ足跡、古きよき故郷の懐かしい面影など、
小田原の歴史には「無尽蔵の市民力」へとつながることがたくさんあります。
ここでは、そうした記録と記憶をたどります。

〈連載〉

小田原

第５回 忘れてはならない…忘れてはならない…

あの日あのとき

８
月
15
日
は
戦
没
者
を
追
悼
し
平

和
を
祈
念
す
る
日
で
す
。
正
午
に

は
１
分
間
の
黙
と
う
を
。

８
月
６
日
は
広
島
に
、
９
日
は

長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日

で
す
。
当
日
は
、
原
爆
死
没
者

の
追
悼
と
平
和
祈
念
の
黙
と
う
を
。

防波堤工事が進む
小田原漁港
（１９５５年）（１９５５年）

高梨町通りのようす（１９４０年）高梨町通りのようす（１９４０年）

青物町通りを南側から望む（１９４０年）青物町通りを南側から望む（１９４０年）

焼けた古清水旅館 宮ノ前通りの古清水旅館から曽我山方面を撮影
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