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P.06	 ―海から食卓へ ―魚を届ける・かつお節を守る
P.08		小田原で育まれて
P.10	 ―伝統の食を次代へ ―梅を引き継ぐ「出会い・ふれあい・下曽我っ子」
P.12	 ―小田原の食を次代へ ―笑顔で学ぶ
P.14	 ―よみがえる食の味 ―料理を楽しむ「鮎料理を楽しむ会」

小田原の
食の恵み

特集

「いただきます」「ごちそうさま」
毎日の食事、小田原の食の恵みについて

考えたことがありますか
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『
食
道
楽
』

　
1
9
0
3（
明
治
36
）年
、
小
田
原
で
生
ま

れ
た
新
聞
小
説
『
食

し
ょ
く

道ど
う

楽ら
く

』
が
熱
狂
的
な
人
気

を
博
し
ま
し
た
。

　
作
者
の
村
井
弦げ

ん
さ
い斎

は
、
こ
の
前
年
か
ら
現

在
の
南
町
に
居
を
構
え
ま
し
た
。

　
小
説
に
は
、
食
材
の
調
理
方
法
、
見
分
け
方
、

保
存
方
法
な
ど
、
情
報
が
豊
富
に
盛
り
込
ま

れ
て
い
ま
す
。

　「
鮎あ

ゆ

の
味
」、「
鮎
の
料
理
」の
章
に
、「
相

模
川
の
鮎
よ
り
は
、酒
匂
川
の
鮎
が
一
層
勝
っ

て
い
ま
す
」「
酒
匂
川
筋
の
山
北
停
車
場
や
、

吉
田
島
や
国
府
津
停
車
場
で
売
っ
て
い
る
鮎

の
鮓す

し

が
評
判
」な
ど
と
あ
り
、
当
時
の
小
田

原
の
よ
う
す
、　
食
事
情
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
今
日
よ
く
耳
に
す
る
「
食
育
」に

つ
な
が
る
内
容
が
、
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
、

「
食
育
論
」の
章
に
は
、
当
時
、
教
育
の
基
本

と
さ
れ
た
「
知
育
・
徳
育
・
体
育
」よ
り
も
「
食

育
」が
大
事
と
あ
り
ま
す
。

　『
食
道
楽
』
は
、
連
載
中
か
ら
順
次
刊
行
さ

れ
た
単
行
本
も
、
瞬
く
間
に
売
れ
た
と
い
い

ま
す
。

　
今
か
ら
1
0
0
年
以
上
も
前
に
、
食
の
大

切
さ
を
説
き
、
広
め
よ
う
と
し
た
作
家
。
彼

が
書
く
小
説
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
人
々
。

食
の
恵
み
を
大
切
に
す
る
思
い
や
、
食
に
対

す
る
関
心
の
高
さ
が
分
か
り
ま
す
。

　
当
時
と
今
日
で
は
、
食
を
め
ぐ
る
環
境
は
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
食
に
関
す
る
情
報
が
絶

え
ず
飛
び
交
い
、
食
品
が
あ
ふ
れ
、
私
た
ち
は
、

い
つ
で
も
好
き
な
も
の
を
買
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
恵
ま
れ
た
食
環
境
の

中
で
、
食
へ
の
関
心
を
よ
り
高
め
る
人
が
い
る

反
面
、
便
利
さ
ゆ
え
に
、
食
へ
の
あ
り
が
た
み

を
忘
れ
て
し
ま
う
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
、
小
田
原
の
食
に
関
わ
る
人
た
ち

を
特
集
し
ま
す
。

　
食
の
恵
み
、
食
の
魅
力
に
真
摯
に
向
き
合

う
姿
が
あ
り
ま
す
。

村
井
弦
斎『
食
道
楽
』（
市
立
図
書
館
蔵
）  

「
鮎
の
味
」の
章  

右
ペ
ー
ジ
中
段
に
酒
匂
川
の
鮎
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
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畑
か
ら
食
卓
へ

ト
マ
ト
を
育
て
る

畑
か
ら
食
卓
へ

9月中旬にトマトの苗を植えたハウスで10 月2日に撮影。
成長するとつるは 10メートルにも伸びる。

（左から、神保さん、奥様の嘉
か

奈
な

子
こ

さん、お母様の薫
かおる

さん）

小
田
原
の
温
暖
な
気
候
、豊
富

な
水
に
恵
ま
れ
て
育
つ
農
産
物
。

み
か
ん
や
梅
、た
ま
ね
ぎ
な
ど

は
、市
内
外
で
特
産
品
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
有
名
な
み
か
ん
や
た
ま
ね
ぎ

の
他
に
も
、小
田
原
で
こ
ん
な

に
お
い
し
い
も
の
が
作
れ
る
こ

と
を
知
っ
て
ほ
し
い
」。
ト
マ

ト
作
り
に
励
む
若
者
が
い
ま
す
。

ト
マ
ト
嫌
い
か
ら
の
挑
戦

下
曽
我
で
農
業
を
営
む  

神
保
俊と

し

男お

さ
ん
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農
業
に
目
覚
め

学
ん
で
実
践

　
「
い
ず
れ
農
業
を
継
ぐ
の
か
な
ぁ
」。

た
だ
、
漠
然
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　
大
学
時
代
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
、
農

業
の
高
い
科
学
技
術
、
最
新
の
栽
培

設
備
に
触
れ
、「
や
っ
て
も
い
い
か

な
」と
感
じ
た
こ
と
が
、
農
業
に
つ

い
て
真
剣
に
考
え
る
き
っ
か
け
と
な

り
ま
し
た
。

　
大
学
卒
業
後
は
、
農
業
技
術
セ
ン

タ
ー
か
な
が
わ
農
業
ア
カ
デ
ミ
ー
の

研
究
科
に
通
学
。「
大
学
の
4
年
間

よ
り
も
中
身
が
濃
い
1
年
間
」で
農

業
の
基
礎
と
ト
マ
ト
作
り
を
学
び
ま

し
た
。

　
神
保
さ
ん
は
現
在
も
、
メ
ー
カ
ー

の
展
示
会
や
技
術
者
、
仲
間
の
ト
マ

ト
農
家
の
か
た
な
ど
か
ら
積
極
的
に

情
報
を
得
て
、
実
践
し
て
い
ま
す
。

ト
マ
ト
嫌
い
が

お
い
し
い
ト
マ
ト
を

　
実
は
、
ト
マ
ト
嫌
い
だ
っ
た
神
保

さ
ん
。
13
〜
14
年
前
に
中
玉
ト
マ
ト

が
登
場
し
、「
食
べ
て
み
た
ら
お
い

し
く
て
、
栽
培
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
」。
ト
マ
ト
嫌
い
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
多
く
の
か
た
に
好
ま
れ
る
味
を

見
極
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
、
光
・
温
度
・

湿
度
・
二
酸
化
炭
素
の
環
境
を
整
え
、

水
や
栄
養
を
与
え
る「
養
液
栽
培
」。ト

マ
ト
栽
培
で
は
市
内
で
神
保
さ
ん
だ
け

が
、取
り
入
れ
て
い
る
栽
培
方
法
で
す
。

　
9
月
に
苗
を
植
え
、
11
月
か
ら
約

8
か
月
間
収
穫
し
ま
す
。「
じ
っ
く

り
色
づ
い
た
ト
マ
ト
が
お
い
し
い
」。

長
期
間
、
新
鮮
な
ト
マ
ト
を
食
卓
に

届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。「
ト
マ

ト
の
疲
れ
や
病
気
、
天
候
で
成
長
が

左
右
さ
れ
る
の
で
神
経
を
使
う
」。

健
や
か
に
育
つ
よ
う
、
ト
マ
ト
と
向

き
合
っ
て
い
ま
す
。

小
田
原
の
野
菜
を

も
っ
と
広
め
た
い

　
神
保
さ
ん
は
、
市
場
、
直
売
所「
朝

ド
レ
フ
ァ
〜
ミ
♪
」、
市
内
の
飲
食
店

な
ど
に
出
荷
し
て
い
ま
す
。
直
売
所

で
は
、「
鮮
度
が
よ
く
て
お
い
し
か
っ

た
」、「
す
ぐ
売
り
切
れ
て
し
ま
っ
て

残
念
」な
ど
と
、
小
田
原
の
野
菜
へ

の
期
待
を
、
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
今
後
さ
ら
に
設
備
が
整
い
、
収

穫
量
が
増
え
れ
ば
、
鮮
度
の
よ
い
ト

マ
ト
を
も
っ
と
届
け
ら
れ
る
。
多
く

の
人
に
好
ま
れ
る
ト
マ
ト
を
作
り
な

が
ら
、
珍
し
い
品
種
や
究
極
の
ト
マ

ト
作
り
に
も
挑
戦
し
た
い
」。
地
域

に
新
鮮
な
ト
マ
ト
を
届
け
た
い
と
い

う
強
い
思
い
が
あ
り
ま
す
。

　
「
箱
根
の
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
で

は
、
小
田
原
の
野
菜
が
あ
ま
り
使
わ

れ
て
い
な
い
」と
神
保
さ
ん
は
言
い

ま
す
。「
市
外
の
お
客
さ
ん
に
も
、

も
っ
と
小
田
原
の
野
菜
の
よ
さ
を

知
っ
て
ほ
し
い
。
多
く
の
か
た
に
リ

ピ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
も
ら
い
、
需
要

が
増
え
れ
ば
地
域
の
活
性
化
に
も
つ

な
が
る
」。
土
地
の
強
み
を
生
か
し

た
、
小
田
原
の
野
菜
の
こ
れ
か
ら
を

思
い
描
い
て
い
ま
す
。

おいしさを余すことなく

　神保さんは、トマトをできるだ
け完熟の状態で収穫するため、
割れてしまうトマトもあります。
そ れ ら は、 ドラ イトマト や ケ
チャップ、ジャムなどに加工し、
直売所などで販売。トマトのお
いしさの幅を広げています。
　野菜や果物の生産、販売だけ
でなく、第二次、第三次産業と
連携し、加工・調理を施す商品 
化。新たな商品となることで食
資源の豊かな可能性を再認識で
きます。食資源の新たな魅力が
多くの人に伝わることで、消費が
拡大し、売り上げの向上につな
がります。

うまいものづくり学校

　7月に行われた「小田原うまい
ものづくり学校 」では、梅、たま
ねぎ、柑

かん

橘
きつ

類を使い、さまざま
な料理に挑戦しました。
　今後、農産物の生産から加工・
販売へとつなげ、新たな特産品
を生み出すことなどを目指してい
ます。
　参加した神保さんのお母様は、

「いつか、地場の野菜料理のレス
トランに発展し、お客さんが同
じ料理を作ろうと、野菜を買って
くれるようになるといいですね 」
と期待を寄せます。

今、農業の現場では、おいしい野菜を生産
するだけでなく、多くの人に手にしてもら
うための販売方法の工夫が求められて
います。そして、農産物の加工もまた、
注目されています。

おいしさを広げます
〜 農産物の加工に期待 〜 

神保さんのお母様と奥様が作るトマトの加工品

主
しゅ

枝
し

を傷つけないように、脇
わき

芽
め

を取る作業

見た目も美しいトマト「カンパリ」

   特集     小田原の食の恵み
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行
商
が
育
む
つ
な
が
り

　
出
向
く
か
ら
こ
そ
、
売
り
手
と
買

い
手
が
一
対
一
で
向
き
合
え
る
の
が
、

行
商
の
い
い
と
こ
ろ
。

　
「
先
週
は
あ
じ
を
買
っ
て
も
ら
っ

た
か
ら
、
今
日
は
さ
ん
ま
か
な
」。
お

客
さ
ん
一
人
一
人
に
合
わ
せ
て
、
そ

の
時
に
一
番
食
べ
て
ほ
し
い
も
の
を

薦
め
、
質
問
に
も
丁
寧
に
答
え
ま
す
。

「
こ
の
間
の
お
さ
し
み
、
と
て
も
お

い
し
か
っ
た
」、「
今
日
の
、
さ
し
み

の
盛
り
合
わ
せ
も
お
得
だ
よ
」と
自

然
に
会
話
が
弾
み
ま
す
。

　
「
お
客
さ
ん
と
、
魚
の
話
か
ら
始

ま
っ
て
、
食
事
や
健
康
の
こ
と
や
、
家

族
の
こ
と
に
ま
で
関
わ
っ
て
い
く
。
若

い
人
に
い
ろ
い
ろ
話
し
か
け
た
ら
、

食
べ
る
の
が
嫌
で
も
、
焼
く
と
き
は

一
緒
に
焼
い
た
ほ
う
が
い
い
」。
新

鮮
だ
か
ら
こ
そ
味
わ
え
る
魚
本
来
の

お
い
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
、

お
節
介
な
ア
ド
バ
イ
ス
で
す
。

　
「
核
家
族
化
の
影
響
か
な
ぁ
。
魚

を
あ
ま
り
食
べ
な
く
な
っ
た
。
核
家

族
じ
ゃ
な
く
て
も
、
お
し
ゅ
う
と
め

さ
ん
が
遠
慮
し
て
、
料
理
に
限
ら
ず

い
ろ
い
ろ
言
わ
な
く
な
っ
た
か
ら
、

昔
の
い
い
も
の
が
あ
ま
り
引
き
継
が

れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
、

食
生
活
で
大
事
な
も
の
が
引
き
継
が

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」。
小
田
原

の
食
卓
に
、
お
い
し
い
魚
が
あ
り
続

け
て
ほ
し
い
か
ら
こ
そ
、
時
に
は
そ

ん
な
思
い
も
、
伝
え
て
い
ま
す
。

　

魚
市
場
が
休
み
の
日
は
定
休
日
。

「
お
客
さ
ん
に
お
い
し
い
魚
を
食
べ

て
ほ
し
い
」。
新
鮮
な
魚
を
提
供
す

る
の
が
岩
堀
さ
ん
の
信
条
で
す
。

売
り
手
と
買
い
手
、一
対
一
で
…
「
軽
ト
ラ
魚
屋
行
商
」  

岩
堀
吉よ

し

久ひ
さ

さ
ん

市
内
で
鮮
魚
店
を
営
み
、軽
ト
ラ
ッ
ク
で
行
商
を
し
て
い
る
岩
堀
さ
ん
。

行
く
先
々
で
、慣
れ
親
し
ん
だ
お
客
さ
ん
に
、新
鮮
な
魚
と
、

「
お
い
し
い
よ
!
」
の
声
を
届
け
て
い
ま
す
。

お客さんの注文に応じて、手際よく処理

う
っ
と
う
し
く
思
わ
れ
て
し
ま
う
か

な
ぁ
」。
魚
の
お
い
し
さ
を
伝
え
た
い

か
ら
、お
客
さ
ん
と
の
関
わ
り
方
、つ

な
が
り
方
を
大
切
に
考
え
て
い
ま
す
。

　
「
食
欲
が
な
い
」と
い
う
お
ば
あ

さ
ん
と
話
し
て
、
家
に
食
べ
ら
れ
る

も
の
が
あ
る
と
分
か
れ
ば
、「
食
欲

が
戻
る
ま
で
は
、
あ
る
物
を
ゆ
っ
く

り
食
べ
れ
ば
い
い
。
元
気
に
な
っ
た

ら
、
ま
た
買
っ
て
ね
」。
そ
う
声
を

か
け
る
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
、
お
客
さ

ん
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

お
い
し
く
食
べ
て

ほ
し
い
か
ら

　
「
魚
は
骨
が
多
く
て
食
べ
に
く
い
」、

「
お
い
し
い
け
れ
ど
、
調
理
が
面
倒
」。

魚
を
買
い
に
来
る
お
客
さ
ん
か
ら
で

さ
え
、
一
日
に
何
度
も
、
そ
う
い
っ

た
声
を
聞
き
ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
お
客
さ
ん
は
、「
で

き
る
だ
け
、
さ
ば
い
た
状
態
で
魚
を

買
い
た
い
」と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
、「
さ
ん
ま
は
、
は
ら
わ
た
を
取

ら
ず
に
焼
い
た
ほ
う
が
お
い
し
い
。

海
か
ら
食
卓
へ

魚
を
届
け
る
・
か
つ
お
節
を
守
る

「じいさんのリヤカーから…
行商を始めて80 年」。
岩堀さんは 3 代目。左右後ろが開く軽トラックの前で奥様の貴

たか
美
み

さんと。
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時
代
は
変
わ
っ
て
も

　
木
枠
の
ガ
ラ
ス
戸
、
天
井
近
く
ま

で
続
く
木
製
の
戸
棚
。
歴
史
が
感
じ

ら
れ
る
店
内
は
、
い
ぶ
し
た
魚
の
香

り
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
空
気
が
こ

も
ら
な
い
よ
う
に
、網
の
蓋
を
し
て
、

削
り
た
て
の
削
り
節
が
、
並
ん
で
い

ま
す
。

　
「
こ
ん
に
ち
は
。
2
0
0
グ
ラ
ム

く
だ
さ
い
」

　

昔
と
変
わ
ら
な
い
紙
袋
に
入
れ
、

お
客
さ
ん
へ
。「
削
り
た
て
が
一
番

だ
か
ら
」一
度
に
多
く
は
、
売
り
ま

せ
ん
。
本
当
の
お
い
し
さ
を
伝
え
た

い
石
黒
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
あ
り

ま
す
。

　

89
歳
の
今
な
お
、
店
頭
で
販
売

す
る
石
黒
さ
ん
の
充
実
感
は
「
一

度
来
た
お
客
さ
ん
が
、
ま
た
買
い

に
来
て
く
れ
る
こ
と
」。
お
客
さ
ん

に
、
か
つ
お
節
本
来
の
味
と
香
り

を
知
っ
て
も
ら
え
た
こ
と
を
実
感

し
ま
す
。

　

今
で
は
、
削
り
節
に
す
る
前
の

相
模
湾
に
抱
か
れ
た
小
田
原
。

ぶ
り
や
あ
じ
を
中
心
に
、古
く
か
ら
多
様
な
漁
業
が
行
わ
れ
、

蒲か
ま

鉾ぼ
こ

や
干
物
と
い
っ
た
水
産
加
工
品
も
、小
田
原
の
名
物
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
鮮
な
魚
、歴
史
あ
る
加
工
品
。

海
の
恵
み
の
お
い
し
さ
を
、伝
え
る
人
が
い
ま
す
。

店内には、「かつお節」と「削り器 」
が展示されている

か
つ
お
節
を
ほ
と
ん
ど
見
な
く
な

り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
、
各
家
庭

で
削
っ
た
か
つ
お
節
。
か
つ
お
節

削
り
器
が
家
庭
か
ら
姿
を
消
し
、

販
売
す
る
ほ
と
ん
ど
が
削
り
節
に

な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
、「
か
つ
お
節
は
、
腹

側
を
女め

節ぶ
し

、
背
側
を
男お

節ぶ
し

」、「
2

本
で
対
に
な
る
か
ら
、
結
納
で
か

つ
お
節
を
使
う
の
で
す
よ
」な
ど

と
、
か
つ
お
節
に
ま
つ
わ
る
話
を

お
客
さ
ん
に
伝
え
続
け
て
い
ま
す
。

引
き
継
が
れ
る
本
物
の
味

　
「
か
つ
お
は
、
適
度
に
脂
が
乗
っ

た
も
の
が
い
い
。
脂
次
第
で
、
煮
る

時
間
と
い
ぶ
す
時
間
を
加
減
し
ま

す
。
か
び
付
け
の
工
程
で
、
か
つ
お

の
表
面
に
か
び
が
均
等
に
出
る
か
ど

う
か
で
、
仕
事
の
よ
し
あ
し
が
分
か

り
ま
す
。
箱
根
の
旅
館
や
料
亭
の
お

得
意
先
も
多
く
、
味
に
厳
し
い
板
前

さ
ん
に
鍛
え
ら
れ
ま
し
た
」

　

お
客
さ
ん
と
話
す
と
き
の
優
し

い
表
情
と
は
違
う
鋭
い
ま
な
ざ
し

で
、
素
材
と
加
工
の
技
を
見
極
め
ま

す
。
素
材
の
よ
さ
、
し
っ
か
り
と
し

た
か
び
付
け
。
決
し
て
妥
協
せ
ず
、

上
質
な
か
つ
お
節
の
伝
統
を
守
り

ま
す
。

　
最
近
は
、
健
康
の
た
め
や
本
物
志

向
か
ら
、「
デ
パ
ー
ト
な
ど
で
も
な

か
な
か
売
っ
て
い
な
く
て
…
」と
遠

方
か
ら
買
い
に
く
る
若
い
主
婦
も
い

ま
す
。

　
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
久
し
ぶ
り
。

か
つ
お
節
く
だ
さ
い
」

　
か
つ
お
節
と
使
い
手
を
思
う
石
黒

さ
ん
の
心
が
伝
わ
っ
て
、
本
物
の
か

つ
お
節
に
引
き
込
ま
れ
た
お
客
さ
ん

の
声
が
響
き
ま
す
。

丁
寧
に
、伝
え
続
け
て 

…  

か
つ
お
節
製
造
販
売  

石
黒
淑よ

し

枝え

さ
ん

市
内
で
か
つ
お
節
製
造
販
売
を
営
む
石
黒
さ
ん
。

時
間
は
流
れ
、世
間
が
変
わ
っ
て
も
、

毎
日
、淡
々
と
続
け
て
き
た
か
ら
こ
そ
、

引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

長年使われているはかりと紙袋。
「紙袋の茶色い色が、日光を遮り、削り節を守ります。昔の人の知恵ですね 」と石黒さん。
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小
田
原
で
育
ま
れ
て

夏みかんとオレンジのジュレ、サフラン風味
はっさくや夏みかんなど小田原の旬の柑

かん
橘
きつ

類に、サフ
ランの香りが絶妙な大人のデザート。

シャラン産鴨
かも

むね肉のロースト、梅のモスタルダ添え
フランスから取り寄せた最高級の鴨肉とフォアグラ
のローストに、小田原で取れた梅をマスタードでマリ
ネした「モスタルダ」が濃厚な味わいを奏でる。

レモンのチエロ
無 農 薬のレモンを蒸留酒のスピリタスで漬け込む 
甘いお酒。女性に大人気。

本
多
哲
也 
さ
ん

東
京
・
北
青
山
の
レ
ス
ト
ラ
ン
「
リ
ス
ト
ラ
ン
テ  

ホ
ン
ダ
」。

『
ミ
シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
東
京
』で
星
を
獲
得
し
続
け
る
こ
の
店
の
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
・

本
多
哲
也
さ
ん
は
、小
田
原
で
生
ま
れ
、高
校
卒
業
ま
で
を
小
田
原
で
過
ご
し
ま
し
た
。

本
多
さ
ん
の
味
の
原
点
と
な
っ
た
、小
田
原
で
の
食
体
験
を
振
り
返
り
、

ふ
る
さ
と
や
食
へ
の
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

小
田
原
出
身
の
イ
タ
リ
ア
料
理
店
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
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味
覚
の
下
地

　
父
の
実
家
が
み
か
ん
農
家
で
し
た

の
で
、
食
卓
に
は
、
よ
く
み
か
ん
が

あ
り
ま
し
た
。

　
小
田
原
に
い
た
頃
は
、
近
く
に
あ

り
す
ぎ
て
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

食
の
道
に
進
ん
で
、
小
田
原
の
食
の

豊
か
さ
に
気
づ
き
ま
し
た
。
私
の
味

覚
は
、
新
鮮
な
も
の
に
恵
ま
れ
た
小

田
原
の
環
境
に
育
て
ら
れ
、
下
地
が

作
ら
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
山
も
あ
り
、
海
も
あ
り
、
そ
し
て

川
も
あ
る
。
豊
か
な
食
材
が
年
間
を

通
じ
て
手
に
入
り
、
ど
れ
も
新
鮮
だ

か
ら
本
当
に
お
い
し
い
。
実
家
に

帰
っ
て
何
気
な
く
飲
む
水
道
水
も
、

本
当
に
お
い
し
い
で
す
。

　
子
ど
も
た
ち
に
は
、
自
然
に
恵
ま

れ
た
食
環
境
の
中
に
い
る
ん
だ
と
い

う
こ
と
を
、
感
じ
て
ほ
し
い
。「
こ

の
お
い
し
い
水
が
あ
る
の
は
、
ど
う

し
て
だ
ろ
う
」な
ど
と
、
生
き
て
い

く
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

食
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
考
え
、
大

切
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

小
田
原
の
食
材
で

　
小
さ
い
頃
、
祖
母
の
梅
干
し
、
梅

酒
作
り
を
当
た
り
前
の
光
景
と
し
て

眺
め
て
い
ま
し
た
。
店
を
始
め
て
か

ら
、
実
家
に
帰
り
、
祖
母
が
漬
け
た

梅
酒
を
飲
ん
だ
と
き
、「
こ
れ
は
す

ご
い
」と
思
い
ま
し
た
。
改
め
て
貴

重
な
味
だ
と
実
感
し
、
店
で
も
小
田

原
の
梅
で
梅
酒
を
作
り
、
食
前
酒

と
し
て
提
供
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
実
家
や
親
戚
か
ら
送
っ
て
も
ら
う

柑か
ん

橘き
つ

類
を
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

小
田
原
の
み
か
ん
で
も
、
荻
窪
と
根

府
川
の
み
か
ん
と
で
は
味
が
違
い
ま

す
。同
じ
地
域
で
も
、風
や
土
に
よ
っ

て
、
味
が
違
う
の
が
分
か
り
ま
す
。

　
柑
橘
類
を
使
っ
た
、
イ
タ
リ
ア
の

果
実
酒
「
チ
エ
ロ
」を
、
は
っ
さ
く

や
夏
み
か
ん
で
作
り
ま
す
。
祖
母
が

い
た
家
に
実
る
柑
橘
類
は
、
無
農
薬

で
、形
は
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
い
ま
す
が
、

香
り
も
い
い
し
、
と
て
も
お
い
し
い

で
す
。

　
自
分
が
育
っ
た
庭
、隣
の
お
ば
ち
ゃ

ん
の
家
に
あ
る
果
物
が
、
す
ご
く
お

い
し
い
酒
に
な
る
。
イ
タ
リ
ア
や
フ

ラ
ン
ス
に
行
き
、
今
の
仕
事
を
し
な

け
れ
ば
、
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

食
の
楽
し
み
方
を

　
祖
母
の
時
代
は
、
今
よ
り
恵
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
身
近
な
も
の

を
「
い
か
に
お
い
し
く
食
べ
る
か
」、

身
近
な
も
の
で
「
い
か
に
お
い
し
い

も
の
を
作
る
か
」と
い
う
こ
と
に
、

熱
心
に
向
き
合
っ
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
今
は
、
何
で
も
手
に
入
り
、
旬

を
楽
し
む
こ
と
も
少
な
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
は
、
生

き
る
知
恵
の
よ
う
な
こ
と
を
、
た
く

さ
ん
教
え
て
も
ら
っ
た
気
が
し
ま

す
。
夏
に
取
れ
た
て
の
ト
マ
ト
を
か

じ
っ
た
り
、
冬
に
み
か
ん
狩
り
に

行
っ
た
と
き
、
鳥
が
つ
つ
く
み
か
ん

ほ
ど
お
い
し
い
と
教
わ
っ
た
り
、
釣

り
に
も
よ
く
行
き
ま
し
た
。

　

お
い
し
い
も
の
を
食
べ
る
と
皆
、

笑
顔
に
な
り
ま
す
。
食
を
通
じ
て
楽

し
む
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
食

は
、
そ
の
時
間
、
空
間
を
楽
し
む
一

つ
の
方
法
で
す
。
小
田
原
に
は
、
豊

富
な
食
材
が
身
近
に
あ
る
わ
け
で
す

か
ら
、
小
田
原
の
食
を
通
じ
、
子
ど

も
た
ち
に
食
の
楽
し
み
方
を
き
ち
ん

と
伝
え
て
、
教
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

   特集     小田原の食の恵み
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下
曽
我
に

生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
…

　
長
年
、
給
食
の
パ
ー
ト
を
し
て
い

た
縁
が
あ
り
、
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー

チ
ャ
ー
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

　
下
曽
我
で
も
、
梅
干
し
を
作
る
家

庭
が
減
り
つ
つ
あ
り
、若
い
人
の
中
に

は
梅
干
し
作
り
の
経
験
が
な
い
か

楽
し
く
学
ぶ

下
曽
我
っ
子

　

下
曽
我
小
学
校
の
敷
地
内
に
は
、

16
本
の
梅
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
毎
年
6
月
に
な
る
と
、
3
年
生
が

こ
の
梅
を
収
穫
し
、
梅
シ
ロ
ッ
プ
を

作
り
ま
す
。

　
作
り
方
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
で
さ

ま
ざ
ま
。
砂
糖
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、

蜂
蜜
を
使
っ
た
り
。
炊
飯
器
で
作
っ

た
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
。「
ど
う

し
た
ら
、
お
い
し
い
梅
シ
ロ
ッ
プ
が

で
き
る
か
」。
梅
に
詳
し
い
人
に
聞

き
な
が
ら
、
調
べ
、
考
え
ま
し
た
。

　

梅
シ
ロ
ッ
プ
の
次
は
、
梅
干
し

作
り
。

梅干し作りを教える
ゲストティーチャー

曽我秀子 さん

た
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

作
っ
て
い
る
家
で
も
、手
伝
っ
た
こ
と

は
な
い
子
ど
も
が
多
い
よ
う
で
す
。
梅

を
洗
う
の
も
、塩
を
入
れ
る
の
も
、「
僕

が
や
る
!
」と
目
を
輝
か
せ
て
い
ま
す
。

　
「
梅
を
漬
け
る
た
る
に
さ
ら
し
を

敷
い
て
い
た
か
ら
、
う
ち
で
も
さ
ら

し
を
使
っ
た
ら
ど
う
か
な
」と
話
し

た
子
ど
も
が
い
た
と
聞
い
た
と
き
は
、

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
学
習
し
て

く
れ
て
い
る
ん
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　
せ
っ
か
く
下
曽
我
に
生
ま
れ
た
の

だ
か
ら
、
一
緒
に
楽
し
く
梅
干
し
を

作
っ
て
、
下
曽
我
の
梅
の
素
晴
ら
し

さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

伝
統
の
食
を
次
代
へ

北
条
氏
の
時
代
か
ら
梅
の
木
が
多
く
植
え
ら
れ
て
い
た
小
田
原
。

中
で
も
曽
我
梅
林
は
、約
3
万
5
千
本
の
梅
の
木
を
有
し
、全
国
的
に
有
名
で
す
。

梅
林
に
囲
ま
れ
た
下
曽
我
小
学
校
で
は
、

地
域
の
特
産
物
で
あ
る
梅
に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。

梅
を
引
き
継
ぐ

「
出
会
い
・
ふ
れ
あ
い
・

下
曽
我
っ
子
」

　

梅
干
し
作
り
の
梅
は
、
子
ど
も

た
ち
が
、
家
や
近
所
の
か
た
と
の

つ
な
が
り
で
探
し
た
木
か
ら
収
穫

し
ま
す
。

　

30
キ
ロ
程
度
収
穫
し
た
ら
、
梅

干
し
作
り
が
始
ま
り
ま
す
。

「
未
来
に
つ
な
が
る

学
校
づ
く
り
推
進
事
業
」

　
市
立
幼
稚
園
・
小
中
学
校
で
は
、「
子
ど
も
の

学
び
と
育
ち
を
地
域
ぐ
る
み
で
支
え
て
い
く
園
・

学
校
づ
く
り
」
を
目
指
し
、
園
・
学
校
ご
と
に

特
色
あ
る
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
下
曽
我
小
学
校
で
は
「
出
会
い
・
ふ
れ
あ
い
・

下
曽
我
っ
子
」
と
題
し
て
、
梅
の
写
生
会
、
梅

干
し
作
り
、
下
曽
我
の
歴
史
・
産
業
調
べ
、
梅

料
理
体
験
な
ど
、
全
学
年
の
児
童
が
梅
を
テ
ー

マ
に
学
ん
で
い
ま
す
。

炊飯器で梅シロップを作る
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梅
の
恵
み
に
気
づ
い
て

　
「
酸
っ
ぱ
い
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

甘
く
て
お
い
し
い
」

　
子
ど
も
た
ち
は
、
達
成
感
と
と
も

に
、
自
分
で
作
っ
た
も
の
を
食
べ
る

喜
び
、
感
動
を
知
り
ま
す
。
梅
干
し

が
ま
ろ
や
か
に
な
る
3
年
後
、
卒
業

記
念
に
皆
で
食
べ
ま
す
。
学
校
生
活

の
思
い
出
が
詰
ま
っ
た
味
は
、
ま
た

格
別
で
す
。
自
分
で
作
り
、
味
わ
う

こ
と
で
、
梅
干
し
が
忘
れ
ら
れ
な
い

味
と
し
て
根
づ
き
ま
す
。

　
2
月
の
梅
ま
つ
り
で
は
、
梅
干
し

作
り
の
体
験
を
模
造
紙
に
ま
と
め
、

お
客
さ
ん
に
発
表
し
ま
し
た
。
発
表
の

た
め
に
学
習
し
、理
解
が
深
ま
り
ま
す
。

聞
い
て
く
れ
た
お
客
さ
ん
に
梅
干
し

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。
人
に
伝
え
る
こ
と

で
、
梅
が
地
域
の
特
産
品
で
あ
る
こ

と
の
理
解
を
、
ま
た
深
め
ま
し
た
。

小田原市梅研究会

「ジョイント栽培」とは?

　「子どもにも、新しい栽培技術を
伝えることが大事。梅に触れ、こ
れから少しでも梅に関わるきっかけ
となればいいですね 」

　ジョイント栽培（樹木の樹体ジョ
イント仕立て法 ）は、神奈川県農業
技術センターが平成 9 年に考案し、
今年1月には、特許も取得。
　植えてから1年程度の木と木を横
に接ぎ木して、直線状の集合樹とす
る方法です。育成期間が短く、収
穫量も増える可能性があります。平
成 21年から、下曽我の梅栽培にも
取り入れています。
　生産者の高齢化が進む中、木の
高さを低くすることで、剪定や収穫

神奈川県
農業技術センター

池田豊さん

会長

穂坂成
し げ

雄
お

さん

　「子どもからの質問は、私にとって
も勉強になります。『花が咲いた! 』、

『葉の元気がない…』などと、身近な
梅の変化に気づける『梅調査隊 』に
なってほしいですね」
　校内の梅の木の世話や「ジョイン
ト栽培」を指導。ゲストティーチャー

として、梅についての授業も担当し
ています。
　梅研究会は、1957（昭和 32 ）年
に結成され、現在会員は 170 人ほ
ど。蜂を使った受粉や剪

せん

定
てい

の勉強
会、視察など、梅の品質向上に取
り組んでいます。

真剣な大人の姿を間近に学ぶ
「出会い・ふれあい・下曽我っ子」には、梅研究会・県農業技術センターも関わり、
地域の産業を守る姿を伝えています。

　
「
出
会
い
・
ふ
れ
あ
い
・
下
曽
我
っ

子
」を
通
じ
て
、
梅
と
い
う
地
域
の

食
の
恵
み
に
気
づ
い
た
子
ど
も
た
ち
。

地
域
の
人
の
力
に
よ
っ
て
、
伝
統
の

梅
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
肌
で
感

じ
ま
す
。

　
そ
の
中
で
子
ど
も
た
ち
に
芽
生
え

る
、
下
曽
我
と
い
う
地
域
、
ふ
る
さ

と
へ
の
愛
着
が
、
下
曽
我
の
梅
を
引

き
継
ぐ
力
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
僕
が
梅
農
家

を
継
ぐ
よ
」

　
頼
も
し
い
一
言
も
あ
り
ま
し
た
。 梅の実と塩をたるに入れて漬け込む

漬けた梅の土用干し
一つ一つ丁寧に並べる

地域のかたから梅の収穫について教わる

ジョイント栽培を梅に取り入れたのは、
下曽我が全国で初めて

の負担が減り、梅栽培の継続につ
ながることが期待されます。

   特集     小田原の食の恵み
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水稲栽培体験
　報徳小学校では、桜井稲作組合
の指導のもと、二宮尊徳翁の捨

すて

苗
なえ

栽培地跡で、田植え、稲刈りの体
験学習を行っています。「手作業で
刈るのは大変だけど楽しい」、「協
力したら早く終わった 」と、有意義
な収穫体験をした子どもたち。も

ち米は、1月頃に行う「もちつき感
謝の会 」で皆でいただきます。
　学校園では、たまねぎ、さつまい
も、じゃがいもなどを栽培。さつま
いもをふかしたり、じゃがいもを給
食のシチューに使うなど、作って食
べ、食について学習しています。

あじハンバーグ給食
　市では、地元で取れた農作物や魚、その加工品を給食に使用し
ています。
　9月、大窪小学校の給食のおかずが、「あじハンバーグ」の日。
児童は、「あじは小田原でたくさん取れる魚 」と解説する校内放送
を聞きながら、大好きなハンバーグになったあじを、勢いよく食べ
ました。
　骨の多い魚を嫌がる児童
も、給食を通じて小田原を
代表する魚を味わいます。
　校内の、給食の「産地表
示 」コーナーでは、使われ
ている小田原産の食材を知
ることができます。

そば栽培とそば打ち
　早川小学校では、4 年生が、6月末にそ
ばの種をまき、9月に収穫。
　児童は、「収穫が待ち遠しかった 」、「こ
の実を、おそばにするの」、「そばを食べる
のが楽しみ」と心を込めて収穫します。
　収穫後は、地域のかたと石うすでひき、
そば打ちを体験。「みんなに食べてもらいた
い」と、下級生や先生と一緒にいただきます。

学
校
や
地
域
の
催
し
の
中
で
子
ど
も
た
ち
は
、
小
田
原
の

恵
ま
れ
た
食
に
触
れ
、
作
り
、
食
べ
る
こ
と
の
楽
し
さ
を

学
ん
で
い
ま
す
。

笑
顔
で
学
ぶ
子
ど
も
た
ち
が
、魅
力
あ
る
食
を
引
き
継
い
で

い
き
ま
す
。

小
田
原
の
食
を
次
代
へ

笑
顔
で
学
ぶ
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小田原
みなとまつり
　干物づくり教室、魚釣り・
つかみ取り、タッチングプー
ル…。魚のおろし方、釣り
方を、真剣に教える大人。
　魚に触れるのさえ怖がっ
ていた子どもたちも、次第
に、初めての体験に目を輝
かせました。

親子料理教室
　学校給食センターでは、毎年夏休みに、地域で取れた
食材を使った親子料理教室を開いています。親子の触れ合
いを通じ、食習慣や地産地消について学びます。
　今年は、あじ、かぼちゃ、にんじん、蒲

かまぼこ

鉾を使い、「あ
じの南蛮漬け」、「かぼちゃのソテー」、「煮びたし」を作り
ました。
　「給食の献立を作れて楽しかった 」、「一番大変だったの
は、あじをさばいたこと」。自分で料理した達成感が生き
生きとした表情に表れています。

　重い病を授かった娘のいのちの力を、健やかに
取り戻したい。それが、自給自足の暮らしを私が
目指した最大の動機でした。その歩みの柱は、い
のちあふれる食を手に入れること。
　まず、農の世界へ。親戚の農家に頼んで田ん
ぼや畑を借り、農薬や化学肥料を使わずに米や
野菜を作りました。30 代前半で体力もあったので
すが、最盛期には田1町2反、畑 5反（※ ）もの耕
作に明け暮れました。農作業はもちろん苦労を伴
いましたが、四季折々の田畑の風景や、種をまけ
ば芽を出し育ちゆく稲や野菜のけなげな姿に、
日々励まされます。中でも稔

みの

りの歓
よろこ

びは、何もの
にも代えがたい。そして、そのように育ってくれた
お米や野菜から、私も含め家族はいのちを養って
もらったとの実感があります。
　農作業をしない明け方の時間も活

い

かそうと、親
しい魚屋さんにお願いし、魚市場の河岸で朝のア
ルバイトをしていたのですが、それが高じて、江
之浦の定置網漁業のお手伝いをすることに。朝暗
いうちから沖に出て、その日の潮流を確かめなが
ら、漁師のご夫妻と手伝い2人の4人で網を締め
ます。水中に鱗

うろこ

が舞い、銀や青の背中が見えた
かと思うと、魚たちの姿が一気に浮上。季節にも
よりますが、あじ、かます、いわし、そうだがつお、
いさき、ひらまさ等々、水揚げした直後の、魚た
ちの美しいこと!毎朝、バケツ一杯の魚のおすそ
分けを頂きましたが、田畑へ仕事に出る前に自分
でさばき、朝からさしみで魚のいのちを頂くぜいた
くさも、日々味わいました。
　市長を務めている今も、当時の暮らしの中、体
で実感した、小田原の食の豊かさ、それを生み出
す大地や海の恵みへの感謝を忘れたことはありませ
ん。小田原に育つ子どもたちには、小田原だからこ
そ体験し味わうことのできる「食の恵み」を、ぜひ
さまざまに実感し、感謝の心を育ててほしい、そし
て健やかないのちを養ってほしいと願っています。
※ 1町は約 99.17アール。1反は1町の10 分の1

農業まつり			
　いつも飲んでいる牛乳がどのように搾られるのか…。
　子牛との触れ合いや乳牛の展示、バター作り、もちつき
体験、ポンマメ実演無料配布、農産物競り市、農林畜産
物の即売など。
　手で触れ、味わい、楽しみながら、地域の酪農や農業
について、理解を深めていきます。

平成24年 農業まつり
問  農政課  ☎ 33-1494

日時：11月17日（土 ）
11月18日（日）
午前 9 時 30 分〜
午後 4 時

場所 : 小田原城址公園
二の丸広場

小田原の「食の恵み」の実感を
子どもたちにこそ

小田原市長  加藤憲一

小学生の稲刈り体験を訪問

   特集     小田原の食の恵み
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　小田原まちづくり応援団は、清閑亭
を管理しながら、さまざまなイベントや、
まち歩きツアーなどを企画しています。
　「鮎料理を楽しむ会 」の他にも、日本
陸軍の基礎を築き、かつて板橋に住ん
だ山

やま

縣
がた

有
あり

朋
とも

の好物を用いた「筍
たけのこ

づくしの
料理を味わう会 」などを開いています。
また、足柄茶のティーサロンや、小田
原で作られている和菓子のビュッフェな
ども行っています。小田原の食を題材
にしたまちおこしに、これからも力を入
れていきます。

「小田原ゆかりの著名人を掘り起こし、
地元のお店に光を当てていきたい」

　

N
P
O
法
人
小
田
原
ま
ち
づ
く

り
応
援
団
が
主
催
の「
村
井
弦
斎

好
み
の
鮎
料
理
を
楽
し
む
会
」。『
食

道
楽
』に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
鮎
ず

し
」、「
鮎
フ
ェ
タ
ス
」、「
鮎
フ
ラ

イ
」な
ど
の
鮎
料
理
が
再
現
さ
れ
ま

し
た
。

　
料
理
を
担
当
し
た
の
は
、
箱
根
に

あ
る
懐
石
旅
館
で
か
つ
て
料
理
長
と

し
て
働
き
、
現
在
は
、
市
内
で
小
料

理
屋
を
営
む
小
西
正し

ょ
う

一い
ち

さ
ん
。

　
「
小
田
原
に
は
、
こ
ん
な
に
も
食

に
こ
だ
わ
り
を
持
ち
、
食
の
大
切

さ
を
説
い
た
人
が
い
た
こ
と
を
、

も
っ
と
小
田
原
の
人
に
知
っ
て
も

ら
い
、
誇
り
を
持
っ
て
ほ
し
い
。
料

理
人
で
あ
る
自
分
が
勉
強
し
、
現

在
の
食
材
と
の
違
い
を
研
究
す
る

こ
と
で
、
お
い
し
い
料
理
を
再
現

し
て
い
き
た
い
。
小
田
原
の
食
文

化
の
レ
ベ
ル
を
高
め
た
い
で
す
」と

挑
戦
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

鮎
料
理
を
楽
し
む
会
の
参
加
者

は
皆
、「
趣
の
あ
る
清
閑
亭
で
、
お

い
し
い
料
理
を
い
た
だ
き
、
至
福

の
時
間
だ
っ
た
」、「
季
節
感
が
あ

り
、
一
つ
一
つ
の
料
理
に
日
本
料

理
の
極
み
を
感
じ
た
」と
満
足
の
よ

う
す
。
料
理
を
作
っ
た
小
西
さ
ん

の
、
弦
斎
や
調
理
法
に
つ
い
て
の

話
を
聞
き
な
が
ら
い
た
だ
い
た
か

ら
こ
そ
、
料
理
の
味
わ
い
が
深
ま

り
ま
し
た
。

　

偉
人
に
目
を
向
け
、
当
時
の
料

理
を
再
現
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
関

わ
る
こ
と
で
、
再
び
光
が
当
た
り
、

お
い
し
さ
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

小
田
原
で
『
食

し
ょ
く

道ど
う

楽ら
く

』を
執
筆
し
た
村
井
弦げ

ん

斎さ
い

は
、そ
の
後

平
塚
に
移
り
、晩
年
を
過
ご
し
ま
す
。

弦
斎
が
小
田
原
か
ら
離
れ
た
2
年
後
、貴
族
院
副
議
長
を
30

年
間
務
め
た
黒
田
長な

が

成し
げ

侯
爵
が
、小
田
原
に
別
邸
・
清せ

い

閑か
ん

亭て
い

を
構
え
ま
す
。

『
食
道
楽
』
で
、酒
匂
川
の
鮎
に
触
れ
て
い
る
弦
斎
と
、鮎
釣

り
が
趣
味
で
あ
っ
た
長
成
を
し
の
び
、鮎
料
理
を
現
代
に
よ

み
が
え
ら
せ
る
催
し
が
、7
月
、清
閑
亭
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

NPO 法人
小田原まちづくり応援団
理事長

平井丈
た け

夫
お

 さん
問  清閑亭（小田原まちづくり応援団 ）  ☎22-2834

よ
み
が
え
る
食
の
味		

料
理
を
楽
し
む

「
鮎あ

ゆ

料
理
を
楽
し
む
会
」

清閑亭
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あ
な
た
は
今
朝
、
何
を
食
べ
ま
し
た
か
？

私
た
ち
が
い
た
だ
く
食
の
恵
み
は

多
く
の
人
た
ち
の
手
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す

地
元
に
新
鮮
な
野
菜
を
届
け
た
い

お
い
し
い
魚
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い

か
つ
お
節
本
来
の
風
味
を
知
っ
て
ほ
し
い

伝
統
の
梅
を
守
り
た
い

食
に
込
め
ら
れ
た
多
く
の
思
い
を
知
っ
た
と
き

お
い
し
さ
は
よ
り
深
く
、
広
が
っ
て
い
き
ま
す

か
み
し
め
る
味
の
奥
に
あ
る

人
の
思
い

つ
な
が
れ
た
伝
統

織
り
成
さ
れ
た
文
化
に
よ
り

大
切
な
お
い
し
さ
に

改
め
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す

小
田
原
の
恵
ま
れ
た
環
境
の
中
で

私
た
ち
は

小
田
原
の
食
の
恵
み
を

丁
寧
に
味
わ
う
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん

丁
寧
に

味
わ
う
と
い
う
こ
と

   特集     小田原の食の恵み
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サ
ポ
セ
ン
祭
り「
は
･
に
･
わ
」  

は
な
や
か
に 

に
ぎ
や
か
に 

わ
い
わ
い
と

　
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
利
用

し
て
い
る
団
体
が
、
飲
食
の
販
売
や
楽
器

の
演
奏
、
エ
コ
バ
ッ
グ
の
作
り
方
や
よ
さ

こ
い
踊
り
の
実
演
な
ど
を
披
露
す
る
お
祭

り
で
す
。
楽
し
み
な
が
ら
、
各
団
体
の
活

動
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時

：

11
月
11
日（
日
） 

午
前
10
時
～
午
後
3
時

場
所

：

マ
ロ
ニ
エ

市
民
活
動
紹
介
パ
ネ
ル
展

　
サ
ポ
セ
ン
祭
り
で
は
団
体
の
活
動
を
パ

ネ
ル
で
紹
介
し
ま
す
。
そ
の
パ
ネ
ル
を

使
っ
た「
市
民
活
動
紹
介
パ
ネ
ル
展
」
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

日
時
・
場
所

：

▼ 

11
月
16
日（
金
）～
18
日（
日
）  

市
民
会
館
1
階
フ
ロ
ア
・
2
階
展
示
室

▼ 

11
月
28
日（
水
）～
30
日（
金
）

市
役
所
2
階
市
民
ロ
ビ
ー

午
前
9
時
～
午
後
5
時

（
初
日
は
午
前
11
時
か
ら
、
最
終
日
は
午
後
3
時
ま
で
）

市民活動とは、「地域や社会のために、自分にできることをやって
みよう」という気持ちを原動力に、皆さんが行う活動のことです。

「自分のため」ではなく「誰かのため」に行うことは、市民活動です。
興味のある分野で、できる範囲で、市民活動の第一歩を踏み出し
てみませんか。

問 地域政策課  ☎  33-1458

市民活動サポートセンター

市民活動に参加しよう

昨年のサポセン祭りの
ようす

サポートセンターのキャラクター「はにわ」

おだわら市民活動サポートセンター  ☎・     22- 8001

▼ 

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
お
だ
わ
ら
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

で
は
、
市
民
活
動
入
門
講
座
や
夏
休
み
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
体
験
学
習
、
サ
ポ
セ
ン
祭
り
を
開

い
て
い
ま
す
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
や

ワ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ナ
ー
、
印
刷
機
な
ど
の
提

供
、
市
民
活
動
に
つ
い
て
の
相
談
、
団
体
や

イ
ベ
ン
ト
の
紹
介
を
行
い
、
市
民
活
動
を
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

▼ 

市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

場
所

：

市
民
会
館
4
階

開
所
時
間

：

午
前
9
時
～
午
後
9
時
30
分

休
館
日

：

月
曜
日（
月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は

そ
の
翌
日
）・
年
末
年
始

▼ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し
た

　
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
は
、
市
民
活
動
団
体
の
紹
介
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど
を

お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
上
の
バ
ー
「
暮
ら
し
の

情
報
」を
ク
リ
ッ
ク
→「
市
民
活
動
・
地

域
運
営
」→
「
市
民
活
動
」→
「
お
だ
わ

ら
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
」

「
プ
チ
ボ
ラ
か
ら
始
め
ま
し
ょ
!
」

市
民
活
動
入
門
講
座

　
講
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
織
り

交
ぜ
た
、
4
回
連
続
講
座
で
す
。
無
理
せ

ず
で
き
る
『
プ
チ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
』に
つ

い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

日
時
・
内
容

：

▼ 

11
月
17
日（
土
）  

午
後
2
時
～
4
時  

講
演「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
楽
し
く
笑
っ
て

健
康
に
」

▼ 

11
月
23
日（
祝
）   

午
後
2
時
～
4
時

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
プ
チ
ボ
ラ
で
自
分
発
見
」

▼ 

12
月
1
日（
土
）  

午
後
2
時
～
4
時

団
体
と
の
交
流
「
プ
チ
ボ
ラ
と
い
う
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
」

▼ 

12
月
8
日（
土
）  

午
後
2
時
～
4
時  

講
演
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
で
生
き
が

い
を
持
っ
て
楽
し
く
過
ご
す
に
は
」

場
所

：

マ
ロ
ニ
エ

定
員

：

25
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

申
し
込
み
は
、
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
ま
で
電
話
、
フ
ァ
ク
ス
、
ま
た
は
同

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
。
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市民活動を応援します  地域政策課  ☎  33-1458

『
田
島
史
跡
の
保
存
と

文
化
継
承
』 

田
島
歴
史
同
志
会

▼ 

平
成
23
年
度
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

▼ 

平
成
24
年
度
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

　
田
島
歴
史
同
志
会
は
地
域
の
伝
統

文
化
を
守
り
、
地
域
の
歴
史
を
次
世
代

へ
伝
承
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
活
動
応
援
補
助
金
を
利
用
し
、

史
跡
の
環
境
整
備
の
他
、
子
ど
も
会
や

公
民
館
と
連
携
し
、
歴
史
散
策
会
な
ど

も
行
っ
て
い
ま
す
。
郷
土
愛
を
育
む
に

は
、
文
字
や
写
真
だ
け
で
説
明
す
る
よ
り

も
、
実
際
に
史
跡
を
見
る
こ
と
が
重
要

で
す
。
次
世
代
に
し
っ
か
り
と
伝
え
ら
れ

る
よ
う
、会
員
は
勉
強
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
女
性
や
若
い
世
代
の
会
員

を
募
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
成
果

や
資
料
の
ま
と
め
に
も
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

 『「
巨
大
地
震
か
ら
子
ど
も
を

守
る
防
災
セ
ミ
ナ
ー
」
開
催
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
』

お
だ
わ
ら
子
ど
も
防
災

▼ 

平
成
24
年
度  

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
コ
ー
ス

　
お
だ
わ
ら
子
ど
も
防
災
は
、
母
親
目

線
で
防
災
を
考
え
、
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
活
動
応
援
補
助
金
を
利
用
し

て
、
子
ど
も
を
守
る
た
め
の
防
災
の
知

恵
や
、
災
害
時
に
役
立
つ
さ
ら
し
を

使
っ
た
お
ん
ぶ
・
抱
っ
こ
の
方
法
な
ど

を
学
ぶ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
の
交
流
会

も
行
っ
て
い
ま
す
。

　
家
族
で
災
害
に
備
え
る
こ
と
に
よ

り
、
子
ど
も
た
ち
も
防
災
を「
特
別
」

な
こ
と
で
は
な
く「
当
た
り
前
」
と
と

ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
活
動
で
き
る
時
間
と
資
金
は
限
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
子
育
て
世
代
に
限
ら

ず
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
か
た
が
、
防
災
へ

の「
関
心
」
を「
行
動
」
に
移
せ
る
よ
う
、

今
後
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

補助金の交付を受けた団体の活動を紹介します

▼ 

市
民
活
動
応
援
補
助
金

　
市
民
活
動
を
応
援
す
る
た
め
、
補
助
金
を

交
付
す
る
制
度
で
す
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

コ
ー
ス
と
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
コ
ー
ス（
プ
ラ

ン
A
・
B
）
が
あ
り
、
書
類
審
査
・
公
開

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
交
付
事
業
を

決
定
し
ま
す
。

　
今
年
度
は
計
19
件
の
応
募
が
あ
り
、「
市

民
活
動
推
進
委
員
会
」が
審
査
を
行
い
、
13

団
体
の
事
業
に
補
助
金
を
交
付
し
ま
し
た
。

補
助
金
を
活
用
し
進
め
ら
れ
て
い
る
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
は
、
地
域
社
会
が
抱
え
る
課

題
の
解
決
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

　
平
成
25
年
度
分
の
応
募
受
け
付
け
は
11
月

15
日（
木
）か
ら
平
成
25
年
1
月
15
日（
火
）

ま
で
地
域
政
策
課
で
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は

市
内
公
共
施
設
に
あ
る「
応
募
の
手
引
き
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

田島の郷土史を説明する会員

昨年の公開プレゼンテーションのようす

さらしを使ったおんぶ

▼ 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、ス
ク
リ
ー
ン

を
貸
し
出
し
ま
す

　
市
民
活
動
団
体
や
自
治
会
な
ど
の
地
域
活

動
団
体
が
、
会
議
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
う

と
き
に
利
用
で
き
ま
す
。
事
前
の
申
し
込
み

が
必
要
で
す
。

▼ 

ま
ご
こ
ろ
カ
ー
ド

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
感
謝
カ
ー
ド
）

　

周
り
の
皆
さ
ん
か
ら
の「
あ
り
が
と
う
」

は
活
動
へ
の
励
み
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
市

民
活
動
を
た
た
え
あ
う
社
会
を
目
指
し
、
市

長
が
市
民
を
代
表
し
て
感
謝
の
意
を
伝
え
る

た
め
に
発
行
す
る
カ
ー
ド
で
す
。
自
薦
、
他

薦
は
問
い
ま
せ
ん
。

▼ 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
補
償
制
度

　
市
民
活
動
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
起
こ
っ

た
事
故
に
対
す
る
補
償
制
度
で
す
。
事
前
登

録
は
不
要
で
す（
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
）。

まごころカード
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４
つ
の
「
健
全
化
判
断
比
率
」

     

実
質
赤
字
比
率

　

基
本
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
経
費

を
経
理
す
る
一
般
会
計
な
ど
の
赤
字
の
程
度

を
指
標
化
し
、
財
政
運
営
の
悪
化
の
度
合
い
を

表
し
て
い
ま
す
。

黒
字
の
た
め
算
定
な
し

     

連
結
実
質
赤
字
比
率

　
一
般
会
計
と
特
別
会
計
・
企
業
会
計（
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
を
含
む
）の
赤
字
や
黒
字
を
合

算
し
、
市
全
体
の
赤
字
の
程
度
を
指
標
化
し
、

財
政
運
営
の
悪
化
の
度
合
い
を
表
し
て
い
ま
す
。

黒
字
の
た
め
算
定
な
し

公
営
企
業
会
計
の

「
資
金
不
足
比
率
」

資
金
不
足
比
率

　
公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足
を
、
料
金
収
入

（
事
業
規
模
）と
比
較
し
て
表
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
公
営
企
業
会
計
は
、
水
道
事
業

会
計
、
病
院
事
業
会
計
、
天
守
閣
事
業
特
別
会

計
、
下
水
道
事
業
特
別
会
計
、
公
設
地
方
卸
売

市
場
事
業
特
別
会
計
で
す
。

資
金
不
足
が
生
じ
て
い
な
い
た
め

算
定
な
し

※  

健
全
化
判
断
比
率
な
ど
の
状
況
、
市
債
残
高

の
動
き
を
表
示
す
る「
借
金
時
計
」は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

※ 早期健全化基準 350% ※ 早期健全化基準 25%、財政再生基準 35%

     

実
質
公
債
費
比
率

　

市
債
な
ど
の
返
済
額
の
大
き
さ
を
表
し
て

い
ま
す
。

［
10.
2
%
］  

市
債
残
高
の
減
少
に
伴
い

元
利
償
還
金
が
年
々
減
り
、前
年
度
か

ら
0.
5
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
て
い
ま
す
。

     

将
来
負
担
比
率

　
市
の
す
べ
て
の
会
計
に
土
地
開
発
公
社
な
ど

を
加
え
た
市
債
や
、将
来
支
払
う
可
能
性
の
あ
る

負
担
の
、現
時
点
で
の
大
き
さ
を
表
し
て
い
ま
す
。

［
51.
4
%
］
市
債
残
高
の
減
少
、基
金

残
高
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、前
年
度
か

ら
18.
1
ポ
イ
ン
ト
の
減
と
な
り
、大
幅

な
減
少
が
続
い
て
い
ま
す
。

問 

財
政
課  

☎
33-

1
3
1
3 

市
で
は
毎
年
、「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律（
財
政
健
全
化
法
）」
で
定

め
ら
れ
た
4
つ
の
「
健
全
化
判
断
比
率
」と
公
営
企
業
会
計
の「
資
金
不
足
比
率
」を
算
定
し
、

財
政
の
健
全
性
を
判
断
し
て
い
ま
す
。

平
成
23
年
度
決
算
に
基
づ
き
算
定
し
た
結
果
、い
ず
れ
の
比
率
も
国
が
定
め
た
早
期
健
全
化
基
準
な

ど
を
下
回
り
、市
財
政
の
健
全
性
は「
健
全
段
階
」で
し
た
。
今
後
も
、地
方
債
な
ど
の
債
務
を
減
少

さ
せ
る
一
方
、財
政
調
整
基
金
等
へ
の
積
み
立
て
を
行
う
な
ど
、健
全
財
政
を
維
持
し
て
い
き
ま
す
。

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
上
の
バ
ー「
市
政
情
報
」

を
ク
リ
ッ
ク
→
財
政
状
況

小田原市

0%

財政良好 財政悪化

全国平均

10% 20%

H22                              10.5 %
H23                            9.9 %

H21                                11.2 %
H20                                   11.8 %
H19                                    12.3 %

H23                             10.2 %
H22                               10.7 %
H21                                    11.9 %
H20                                    12.6 %
H19                                      12.9 %

財政悪化

小田原市

0% 100% 200%

財政良好

全国平均

H22                    79.7 %
H23                 69.2 %

H21                         92.8 %
H20                            100.9 %
H19                               110.4 %

H23            51.4 %
H22                 69.5 %
H21                         88.7 %
H20                        90.2 %
H19                                  115.8 %

1

34

2

平
成
23
年
度
決
算
に
基
づ
く

財政状況判断基準

　財政健全化法では、「早期健全化基
準」と「財政再生基準」の2 段階の判
断基準が定められています。健全化判
断比率が早期健全化基準を超えると、
健全化計画を策定し財政の健全化を
進めなければなりません。さらに財政
再生基準を超えると、再生計画を策定
し、財政再建に取り組むこととなります。

将来負担比率 実質公債費比率

財
政
の
健
全
性
は
、「
健
全
段
階
」
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４
つ
の
「
健
全
化
判
断
比
率
」

     

実
質
赤
字
比
率

　

基
本
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
経
費

を
経
理
す
る
一
般
会
計
な
ど
の
赤
字
の
程
度

を
指
標
化
し
、
財
政
運
営
の
悪
化
の
度
合
い
を

表
し
て
い
ま
す
。

黒
字
の
た
め
算
定
な
し

     

連
結
実
質
赤
字
比
率

　
一
般
会
計
と
特
別
会
計
・
企
業
会
計（
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
を
含
む
）の
赤
字
や
黒
字
を
合

算
し
、
市
全
体
の
赤
字
の
程
度
を
指
標
化
し
、

財
政
運
営
の
悪
化
の
度
合
い
を
表
し
て
い
ま
す
。

黒
字
の
た
め
算
定
な
し

小
田
原
囃ば

や

子し

多
古
保
存
会
　

　
多
古
白
山
神
社
に
伝
わ
る
江
戸
葛

西
囃
子
系
の
小
田
原
囃
子
。
文
化
交

流
が
盛
ん
だ
っ
た
江
戸
か
ら
伝
わ
っ

た
も
の
で
、県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
他
、か
な
が
わ
民
俗

芸
能
50
選
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
1
9
6
0（
昭
和
35
）年
に
結
成
さ

れ
、現
在
は
、太
鼓
と
笛
の
練
習
を
毎

月
3
回
ず
つ
行
っ
て
い
ま
す
。

小
田
原
ち
ょ
う
ち
ん
踊

保
存
会

　
小
田
原
ち
ょ
う
ち
ん
踊
り
は
童
謡

「
お
猿
の
か
ご
や
」で
知
ら
れ
る
小
田

原
ち
ょ
う
ち
ん
を
守
り
広
げ
る
た
め

に
考
案
さ
れ
た
、小
さ
い
子
ど
も
も

覚
え
や
す
い
踊
り
で
す
。

　
毎
月
1
回
、稽
古
し
て
い
ま
す
。

曽
我
別
所
寿
獅し

子し

舞ま
い

保
存
会

　

曽
我
別
所
寿
獅
子
舞
は
、江
戸
時

代
か
ら
伝
わ
る「
囃は

や

子し

獅
子
舞
」で
、

市
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
2
月
の
梅
ま
つ
り
や
9
月
の
宗そ

我が

神
社
祭
礼
、賀
詞
交
換
会
、披
露
宴
な

ど
、祝
い
の
席
に
出
演
し
て
い
ま
す
。

相
模
人
形
芝
居
下
中
座

　
義ぎ

太だ

夫ゆ
う

節
に
合
わ
せ
て
3
人
で
一

つ
の
人
形
を
操
る
相
模
人
形
芝
居

は
、
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

月
に
2
回
、第
2
・
第
4
月
曜
日

に
、橘
中
学
校
の
相
模
人
形
ク
ラ
ブ

で
指
導
し
て
い
ま
す
。

小田原市山王原
大漁木遣唄保存会

曽我別所寿獅子舞保存会

小田原ちょうちん踊保存会

小田原囃子多古保存会

相模人形芝居下中座

〜 
小
田
原
民
俗
芸
能
保
存
協
会 

〜

小
田
原
に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
芸
能
が
息
づ
き
、国
や
県
の
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

民
俗
芸
能
の
後
継
者
育
成
に
取
り
組
む
7
団
体
が
加
盟
し
て
い
る

「
小
田
原
民
俗
芸
能
保
存
協
会
」で
は
、後
継
者
育
成
発
表
会
を
行
い

ま
す
。
若
手
後
継
者
や
小
・
中
学
生
が
、日
頃
の
練
習
成
果
を
発
表

し
ま
す
。

［
小
田
原
民
俗
芸
能
後
継
者
育
成
発
表
会
］

日
時
：
11
月
4
日（
日
） 

午
後
1
時
～
4
時 

（
開
場
は
午
後
0
時
30
分
）

場
所
：
け
や
き
ホ
ー
ル     

入
場
無
料

  
問 
文
化
財
課  

☎ 

33-  
1
7
1
4

守
り
伝
え
よ
う
郷
土
の
心

出
演
団
体

栢山田植歌保存会

栢
山
田
植
歌
保
存
会

　
農
家
の
女
性
た
ち
が
田
植
え
の
調

子
を
取
る
た
め
に
歌
っ
た
栢
山
田
植

歌
の
歌
詞
に
は
、農
作
業
の
よ
う
す

や
豊
作
へ
の
祈
り
、長
寿
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
近
年
、田
植
え
作
業
は
自
動
化
が
進

み
、栢
山
田
植
歌
は
歌
わ
れ
な
く
な

り
ま
し
た
が
、地
元
の
有
志
が
保
存

会
を
結
成
し
、1
9
9
4（
平
成
6
）

 

年
に
田
植
歌
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。

根府川鹿島踊保存会
（福おどり）

根
府
川
鹿か

島し
ま

踊お
ど
り

保
存
会

（
福
お
ど
り
）

　
鹿
島
踊
保
存
会
で
は
、
根
府
川
の

道
祖
神
祭
り（
1
月
14
日
の「
ど
ん

ど
焼
き
」）で「
福
お
ど
り
」を
披
露

し
て
い
ま
す
。

　
1
9
4
5（
昭
和
20
）年
頃
ま
で

か
な
り
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た「
福

お
ど
り
」は
、
一
時
中
断
し
ま
し
た

が
そ
の
後
復
活
し
、
現
在
は
、
小
学

5
〜
6
年
生
が
踊
っ
て
い
ま
す
。

小
田
原
市
山さ

ん

王の
う

原ば
ら

大た
い

漁り
ょ
う

木き

遣や
り

唄う
た

保
存
会

　
古
く
か
ら
相
模
湾
の
漁
民
に
歌
わ

れ
て
い
た
大
漁
木
遣
唄
。
山
王
地
区

で
は
、大
漁
で
網
が
重
い
と
き
に
歌

い
、皆
の
気
合
い
を
一
つ
に
し
ま
し

た
。
仕
事
唄
と
、婚
礼
や
神
社
祭
礼
の

儀
式
唄
を
兼
ね
て
い
る
点
が
珍
し
く
、

市
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

保
存
会
で
は
、大
人
と
子
ど
も
が

網
を
引
き
な
が
ら
歌
っ
て
い
ま
す
。
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板
橋
の
魅
力

  

実
業
家
と
し
て
大
き
な
足
跡
を
残

し
、
ま
た
数す

寄き

茶
人
と
し
て
も
知
ら

れ
る
松
永
安や

す
左ざ

ヱえ

門も
ん（

耳じ

庵あ
ん

）が
、
晩

年
を
過
ご
し
た
板
橋
。
そ
の
板
橋
で
、

安
左
ヱ
門
が
各
界
の
名
士
を
招
い
て

毎
年
開
催
し
て
い
た
園
遊
会
に
ち
な

み
、「
夢
見
遊
山
い
た
ば
し
見
聞
楽
」

は
始
ま
り
ま
し
た
。

　
板
橋
に
は
、
安
左
ヱ
門
が
創
立
し

た
松
永
記
念
館
を
は
じ
め
、
古こ

稀き

庵あ
ん

（
旧
山や

ま

縣が
た

有あ
り

朋と
も

別
邸
）・
共

き
ょ
う

寿じ
ゅ

亭て
い（

旧

大
倉
喜
八
郎
別
邸
）・
内
野
邸（
旧

し
ょ
う
油
醸
造
店
兼
住
宅
）な
ど
の

歴
史
的
建
造
物
が
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
安
左
ヱ
門
、
益
田
鈍ど

ん

翁お
う

、
野

崎
幻げ

ん
庵あ

ん
の
近
代
小
田
原
三
茶
人
ゆ
か

り
の
建
造
物
、
落
ち
着
い
た
た
た
ず

ま
い
の
町
並
み
な
ど
が
、
私
た
ち
の

心
を
和
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

電
力
王  

松
永
安
左
ヱ
門

　
安
左
ヱ
門
は
1
9
0
9（
明
治
42
）

年
、
実
業
家
・
福
沢
桃も

も
介す

け
と
福ふ

く

博は
く

電

気
軌
道（
福
岡
県
）を
、
翌
年
に
は
九

州
電
気
を
設
立
し
、
近
代
的
な
電
力

事
業
を
開
始
し
ま
す
。1
9
2
2（
大

正
11
）年
、
関
西
電
気
と
合
併
し
て

東
邦
電
力
を
設
立
、さ
ら
に
1
9
2
8

（
昭
和
3
）年
に
は
、
東
京
電で

ん
燈と

う
取
締

役
、
東
邦
電
力
社
長
に
就
任
し
、
各

地
の
電
力
会
社
を
傘
下
に
収
め
、「
電

力
王
」と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　
戦
時
中
、
政
府
が
強
行
に
電
力
の

国
家
管
理
を
推
進
し
た
の
を
機
に
、

事
業
か
ら
手
を
引
き
ま
し
た
が
、
戦

後
の
復
興
、
民
主
化
が
進
む
中
、
電

力
事
業
に
精
通
す
る
随
一
の
人
物
と

し
て
、
1
9
4
9（
昭
和
24
）年
、
電

気
事
業
再
編
成
審
議
会
会
長
に
就

任
。
国
家
管
理
体
制
を
解
体
す
る
こ

と
で
、
全
国
を
9
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
割

し
、
発
送
配
電
一
貫
経
営
の
民
間
会

社
を
配
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
現

在
の
電
力
体
制
の
基
礎
と
な
り
、
安

定
し
た
電
力
供
給
が
実
現
さ
れ
、
戦

後
の
日
本
に
経
済
発
展
を
も
た
ら
し

ま
し
た
。

松永安左ヱ門（耳庵 ）

松永記念館 老
ろう

欅
きょ

荘
そう

「 下中座と子ども会お囃
子 のコラボレーション」 
昨年のようす

「夢見遊山いたばし見聞楽」
場所：松永記念館他
板橋の自然、歴史と文化、芸術をお楽しみください。

11月10日（土）  「松永耳庵物語 」
■ 講演「日本電力業の発展と松永安左ヱ門 」（★）

講師：一橋大学大学院商学研究科教授 橘
きっ

川
かわ

武
たけ

郎
お

さん
  午前 10 時～11時   

■ 講演「中川一政の美  松永耳庵の眼 」（★）

講師：神奈川県立歴史博物館学芸員 角
つの

田
だ

拓朗さん
  午後1時～2 時   

11月11日（日）  「松永耳庵物語 」
■ 講演「電力王  松永安左ヱ門 」 （★）

講師：ノンフィクション作家 新井恵美子さん
  午後1時～2 時  

■ 劇的朗読「今だから語る松永耳庵Ⅱ」 （★） 

朗読：劇的朗読家 松川真澄さん
馬頭琴演奏家 バヤラトさん

  午後 2 時 30 分～4 時

■ いたばし見聞楽市（軽食ほか販売 ）   午前 11時～午後 4 時

■ 庭園コンサート
❶ 大窪地区子ども会による小田原囃

ばや

子
し

  午前 10 時～11時 30 分

❷ オカリナ・アンサンブル「にじ」演奏   午後 0 時～1時

❸ 綾部雅
が

翔
しょう

さんほか琴演奏   午後 4 時 45分～5 時 45分

■ 庭園呈
てい

茶
ちゃ

（1席 300 円 ）    午前 11時～午後3 時

■ 耳庵が愛した味（そば 1食 950 円 ）    午前 11時～
■ 古典芸能の夕べ

❶ 下中座と子ども会お囃子のコラボレーション
  午後 4 時～4 時 45分

❷ 相模人形芝居下中座 特別公演
「坂田金時 怪

かい

童
どう

丸
まる

物語 足柄山の段 」 （★） 

  午後 5 時～ 6 時

■ ぶらり板橋夢散歩（史跡案内 ）   午前 10 時～午後3 時

■ 夢灯
とう

篭
ろう

・灯
あか

りの回廊   午後 4 時 30 分～7 時

★ は事前申し込みが必要です。郷土文化館まで。
※ 11月3日（祝 ）には、第 12 回松永記念館茶会を開きます
（午前 10 時〜午後 3 時）。

第2回松永記念館交流美術展
「中川一政  －西湘の風土との対話－」

近隣の美術館が所蔵する優れた美術品を松永記念館で展
示し、市民の皆様と美術品の「新たな出会いの場」とする
松永記念館交流美術展です。

日時：〜11月25日（日）
午前9時〜午後5時
※11月11日（日）のみ午後7時まで

観覧料：一般500円、大学・高校生300円、中学生以下無料

地元自治会や商店会などと市が協働で実施する「夢見遊山
いたばし見聞楽」。11回めとなる今年も、おもてなしの心
を込めて、開催します。 問  郷土文化館  ☎23 -1377

夢
ゆ め

見
み

遊
ゆ

山
さ ん

いたばし見
け ん

聞
ぶ ん

楽
ら く

20



　
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で

す
。
火
の
取
り
扱
い
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す
!

　
不
法
投
棄
は
、
大
変
重
い
罰
則

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
ダ
ン
ボ
ー
ル
や
衣
類
、
雑
誌
な

ど
、
引
越
し
、
大
掃
除
で
出
た
家

庭
ご
み
の
不
法
投
棄
が
増
え
て
い

　
廃
棄
さ
れ
て
い
る
使
用
済
み
イ

ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
回
収
し
、

再
資
源
化
を
進
め
よ
う
と
プ
リ
ン

タ
メ
ー
カ
ー
6
社
が
共
同
で
取
り

組
ん
で
い
る「
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ

ジ
里
帰
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」。
こ

れ
ま
で
に
、
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

賛
同
し
た
全
国
約
3
6
0
0
の

郵
便
局
や
、
自
治
体
施
設
に
回
収

i
「
不
法
投
棄
を
し
な
い
!  

さ
せ
な
い
!  

ゆ
る
さ
な
い
!
」

11
月
は
不
法
投
棄
撲
滅
強
化
月
間

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

里
帰
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置

環
境
保
護
課  
☎ 
33-  
1
4
8
6

問

ま
す
。
1
台
だ
け
道
路
に
置
き
捨

て
た
テ
レ
ビ
や
冷
蔵
庫
も
目
立
ち

ま
す
。

　
不
法
投
棄
を
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
見
た
ら
、
す
ぐ
に
警
察
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

箱
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

小
田
原
市
は
、
10
月
15
日
に
、

イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
里
帰
り
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
局（
株
式
会
社

キ
ヤ
ノ
ン
）と
調
印
式
を
行
い
、

協
力
を
約
束
し
ま
し
た
。

　
11
月
1
日
か
ら
市
の
施
設
5
か

所（
マ
ロ
ニ
エ
、
い
ず
み
、
こ
ゆ

る
ぎ
、
市
立
図
書
館
、
か
も
め
図

書
館
）に
回
収
ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
。

ご
家
庭
で
使
い
終
わ
っ
た
イ
ン
ク

カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

　
回
収
す
る
の
は
、
里
帰
り
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
参
画
企
業（
ブ
ラ
ザ
ー
、

不
法
投
棄
に
対
す
る
罰
則

● 

5
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

1
0
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
、
ま

た
は
こ
の
両
方

● 

会
社
が
関
わ
っ
た
場
合
に
は
、
会

社
に
も
3
億
円
以
下
の
罰
金

キ
ヤ
ノ
ン
、
デ
ル
、
エ
プ
ソ
ン
、

日
本
H
P
、
レ
ッ
ク
ス
マ
ー
ク
）の

純
正
イ
ン
ク
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
で
す
。

　
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
以
外
の
も
の（
袋

や
箱
な
ど
）は
入
れ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

環
境
政
策
課  

☎ 

33-  
1
4
7
1

問

回収ボックス

調印式

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
上
の
バ
ー

「
暮
ら
し
の
情
報
」
を
ク
リ
ッ

ク
→
分
野
別
か
ら
探
す「
環

境
」の「
ご
み
」→
「
ご
み
の

分
別
・
収
集
」

i
秋
季
火
災
予
防
運
動

11
月
9
日（
金
）〜
15
日（
木
）

予
防
課  

☎ 

49-  
4
4
2
5

問平
成
24
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語

「
消
す
ま
で
は  

出
な
い
行
か
な
い  

離
れ
な
い
」

●  

住
宅
防
火
対
策

　
平
成
23
年
6
月
か
ら
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
必
ず
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

●  

放
火
火
災
防
止
対
策

　
放
火
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
家
の

周
り
を
整
理
整
頓
し
、
燃
え
や
す

い
も
の
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

幼年消防クラブ消防車お絵描き展示会
小田原市幼年消防クラブの園児が描いた消防
車の絵を展示します。

● 11月 2 日（金）〜 4 日（日）
午前10時〜午後 5 時
小田原ラスカ Ume- テラス　

● 11月 9 日（金）〜11日（日）
午前10時〜午後5 時
ダイナシティウエスト 3 階

i
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議
案
は
、
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー

（
市
役
所
4
階
）、
支
所
・
連
絡
所

で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
詳
し
い
審

議
の
内
容
は
、「
市
議
会
だ
よ
り

11
月
1
日
号
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

● 

専
決
処
分
の
報
告（
事
故
賠
償
）

3
件

● 

専
決
処
分
の
承
認

（
平
成
24
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
）

● 

平
成
24
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算

● 

平
成
24
年
度
競
輪
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算

● 
平
成
24
年
度
介
護
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算

● 

防
災
会
議
条
例
及
び
災
害
対
策

本
部
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

● 

暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

● 

火
災
予
防
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

● 

訴
え
の
提
起

● 

財
産
の
取
得

（
消
防
吏
員
制
服
ほ
か
一
式
）

i
小
田
原
市
議
会
9
月
定
例
会

審
議
さ
れ
た
主
な
内
容

総
務
課  

☎ 

33-  
1
2
9
1

問

● 

財
産
の
取
得

（
消
防
吏
員
防
火
服
一
式
）

● 

平
成
23
年
度
一
般
会
計
継
続
費

精
算
報
告
書
の
報
告

● 

平
成
23
年
度
下
水
道
事
業
特
別

会
計
継
続
費
精
算
報
告
書
の

報
告

● 

平
成
23
年
度
決
算
に
基
づ
く
健

全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足

比
率
の
報
告

● 

平
成
23
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
競
輪
事
業
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
天
守
閣
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
下
水
道
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定

● 

平
成
23
年
度
国
民
健
康
保
険
診

療
施
設
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
公
設
地
方
卸
売
市

場
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
介
護
保
険
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
宿
泊
等
施
設
事
業

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定

● 

平
成
23
年
度
後
期
高
齢
者
医
療

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定

● 

平
成
23
年
度
公
共
用
地
先
行
取

得
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
水
道
事
業
会
計
剰

余
金
の
処
分
及
び
決
算
の
認
定

● 

平
成
23
年
度
病
院
事
業
会
計
決

算
の
認
定

● 

教
育
委
員
会
委
員

（
和
田
重
宏
さ
ん
、山
口
潤
さ
ん
）

の
任
命

● 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
市
街
化

調
整
区
域
に
お
け
る
開
発
許
可

等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

文
化
政
策
課  

☎ 

33-  
1
7
0
6

問

　
現
代
美
術
家
と
し
て
世
界
的
に

活
躍
す
る
杉
本
博
司
さ
ん
の
映

画
上
映
と
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
を
行
い

ま
す
。

　
杉
本
さ
ん
は
、
公
益
財
団
法
人

小
田
原
文
化
財
団
を
設
立
し
、
文

化
発
信
の
拠
点
施
設
の
建
設
を
江

之
浦
に
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

映
画「
は
じ
ま
り
の
記
憶
」は
、

杉
本
さ
ん
に
長
期
密
着
取
材
を
試

み
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
。

　
写
真
家
と
し
て
出
発
し
、
建
築
や

伝
統
芸
能
へ
も
表
現
の
可
能
性
を

広
げ
る
芸
術
家
の
姿
か
ら
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
の
日
常
生
活
ま
で
、
カ
メ

ラ
は
杉
本
さ
ん
を
追
い
続
け
ま
す
。

　
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
、
財
団
の

施
設
計
画
地
か
ら
江
之
浦
の
海
を

望
み
ま
す
。
代
表
作「
海か

い

景け
い

」シ

リ
ー
ズ
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
な
が
ら
、

過
去
の
記
憶
と
未
来
へ
の
思
い
が

重
な
る
感
動
的
な
場
面
で
す
。

　
杉
本
さ
ん
の
人
と
な
り
や
活
躍

の
よ
う
す
と
と
も
に
、
小
田
原
に

寄
せ
る
特
別
な
思
い
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

i
映
画「
は
じ
ま
り
の
記
憶  

杉
本
博
司
」

11
月
23
日（
祝
）  

小
田
原
映
画
祭  

ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト

「
は
じ
ま
り
の
記
憶  

杉
本
博
司
」

［
上
映
と
舞
台
挨
拶
］ 

日
時

：

11
月
23
日（
祝
） 

午
後
1
時
30
分
～

場
所

：

T
O
H
O
シ
ネ
マ
ズ
小
田
原

料
金

：

前
売
り 

1
5
0
0
円

当
日     
1
8
0
0
円

販
売

：

ダ
イ
ナ
シ
テ
ィ
ウ
エ
ス
ト

チ
ケ
ッ
ト
ぴ
あ 
他 

［
杉
本
博
司
さ
ん
の
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
］ 

同
日
午
後
4
時
か
ら
、
ダ
イ
ナ
シ

テ
ィ
ウ
エ
ス
ト
（
ロ
ビ
ン
ソ
ン
小

田
原
店
）
で
行
い
ま
す
。

観
覧
無
料
。

©はじまりの記憶  
テレビマンユニオン／ WOWOW
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「第 8 回 HoloHolo 朝市」の手作りチラシ

　
Ho
lo
Ho
lo
朝
市
の「
Ho
lo
Ho
lo
」

は
、
ハ
ワ
イ
語
で「
散
歩
」と
い
う
意
味
。「
散

歩
の
つ
い
で
に
、
朝
市
に
来
て
ほ
し
い
」。
そ

ん
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
朝
市
に
参
加
し
て
4
年
め
の
岩
田
さ

ん
を
中
心
に
、
実
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
は

5
人
。
そ
の
他
に
も
、「
協
力
し
て
く
れ
る
た

く
さ
ん
の
皆
さ
ん
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
」
朝

市
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　
手
作
り
に
こ
だ
わ
り
、
手
作
り
の
も
の
し
か

販
売
し
な
い
の
が
Ho
lo
Ho
lo
朝
市
。
昨

年
は
34
団
体
が
、パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
小
物
、ビ
ー

ズ
や
天
然
石
を
使
っ
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
、
ク
ッ

キ
ー
、
パ
ン
、
野
菜
な
ど
、
心
温
ま
る
手
作
り

の
商
品
を
持
ち
寄
り
、
出
店
し
ま
し
た
。「
販
売

品
目
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、『
手
作
り
』で
あ
る
こ

と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
」。
ま
た
会
場
で
は
、

協
力
し
て
く
れ
る
バ
ン
ド
に
よ
る
、
心
地
よ
い

音
楽
が
流
れ
、
朝
市
を
盛
り
上
げ
ま
す
。

　

朝
市
に
は
、
障
が
い
者
施
設
の
か
た
も
参

加
。
施
設
の
か
た
は
、「
障
が
い
者
が
、
こ
う

い
う
も
の
を
手
作
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
事
」
と
言
い
、
売

れ
た
と
き
の
笑
顔
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、会
場
で
行
う
「
手
作
り
教
室
」や「
さ

か
な
つ
り
ゲ
ー
ム
」の
参
加
費
は
、
障
が
い
福

祉
に
役
立
て
て
も
ら
う
た
め
に
寄
附
し
て
い

ま
す
。

　
「
手
作
り
し
た
時
の
達
成
感
は
皆
一
緒
。
安

心
で
優
し
い
も
の
を
、
こ
れ
か
ら
も
皆
で
作
っ

て
い
き
た
い
で
す
ね
」。「
手
作
り
」と
い
う
接

点
で
、
人
と
人
と
を
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

「
手
作
り
」で
つ
な
が
り
を

H
o
l
o
H
o
l
o（
ホ
ロ
ホ
ロ
）
朝
市
実
行
委
員
会

HoloHolo 朝市
実行委員会

岩田康代さん

今 月
の顔笑

　
宮
大
工・
棟
梁
の
芹
澤
さ
ん
は
、宮
大
工

と
し
て
の
優
れ
た
技
を
認
め
ら
れ
、公
益
社

団
法
人 

国
土
緑
化
推
進
機
構
の
実
施
し
て

い
る
、平
成
24
年
度「
森
の
名
手
・
名
人『
森

の
伝
承
・
文
化
』部
門
」に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

大
工
に
な
っ
て
約
60
年
。
平
成
元
年

の
小
田
原
城
住
吉
橋
復
元
、平
成
9
年
の

小
田
原
城
銅
門
復
元
で
は
棟
梁
を
務
め

ま
し
た
。

　
住
吉
橋
は
木
造
で
、真
ん
中
が
反
っ
て

い
ま
す
。
四
角
い
木
か
ら
反
り
を
削
り
出

す
の
で
は
な
く
、反
っ
て
育
っ
た
木
を
使
い

ま
し
た
。「
切
る
必
要
が
な
い
し
、強
度
が

あ
る
」天
然
の
ま
ま
、
そ
の
木
の
性
質
を
生

か
し
た
使
い
方
を
す
る
の
が
よ
い
の
で
す
。

　
木
の
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
木
が
持
つ
力
、性
質
を
生
か
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
芹
澤
さ
ん
は
、
木
を
知
る

た
め
に
、木
が
茂
る
森
を
見
て
、歩
き
、よ

い
木
を
見
分
け
、そ
れ
ぞ
れ
の
木
に
適
し

た
使
い
方
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

と
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
森
を
知
る
た
め

に
は
、そ
こ
に
あ
る
木
を
知
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
」と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
天
然
に
教
わ
ら
な
け
れ
ば
、だ
め
」と

い
う
芹
澤
さ
ん
の
言
葉
に
は
、自
然
の
中

を
歩
き
、自
然
に
生
き
る
木
を
相
手
に
、

天
然
の
力
を
生
か
し
、
形
に
し
て
き
た
説

得
力
が
あ
り
ま
す
。

宮大工・棟梁 

芹澤伸明さん

森を歩き	木を知り、
木を知り	森を知る
平成24 年度

「森の名手・名人 」に認定住吉橋

第
8
回
H
o
l
o
H
o
l
o
朝
市

日
時

：

11
月
11
日（
日
）   午
前
10
時
～
午
後
3
時

場
所

：

上
府
中
公
園
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鴨宮駅
JR東海道本線

JR東海道新幹線

1

下
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川
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10 月1日現在 小田原市の人口196,880 人  78,981世帯

　
市
内
の
駅
で
、
小
田
原
駅
の
次

に
乗
降
客
数
が
多
い
鴨
宮
駅
。

　
1
9
9
0
年
代
以
降
、
鴨
宮

駅
を
最
寄
り
駅
と
す
る
大
型
商
業

施
設
が
相
次
い
で
出
店
し
、
マ
ン

シ
ョ
ン
を
は
じ
め
、
住
宅
も
多
く

建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　
鴨
宮
駅
は
、
東
海
道
新
幹
線
の

試
運
転
基
地
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、「
新
幹
線
発
祥
の
地
」と
さ

れ
、
2
0
1
0
年
に
、
地
元
住

民
が
中
心
と
な
っ
た
実
行
委
員
会

に
よ
り
、
駅
南
口
に
記
念
碑
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。

　
駅
北
口
か
ら
徒
歩
10
分
ほ
ど

ほのぼの歩く

市内には、18もの駅があります。
毎日の、特別な日の、出発の駅。
帰ってきた安らぎを感じられる駅。
あなたの駅を訪ねます。

鴨宮駅
1923年開業、1日の平均乗車人員数は12,593人

18 の
場
所
に
あ
る「
大お

お

欅け
や
きの

居い
え

・
岩

瀬
邸
」。
国
の「
登
録
有
形
文
化

財
」で
あ
る
母
屋
は
、
力
強
い
重

量
感
と
、
上
品
な
静
か
さ
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
蔵
が

ホ
ー
ル
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て

使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
建
物
の

趣
と
と
も
に
、
訪
れ
る
人
を
喜
ば

せ
て
い
ま
す
。

　
駅
の
南
は
、「
富
士
見
」小
学

校
区
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
晴
れ

た
日
に
は
富
士
山
を
美
し
く
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
富
士
山
を
望

み
な
が
ら
、
鴨
宮
の
ま
ち
を
歩
い

て
み
ま
せ
ん
か
。
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