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昨
年
来
、
未み

曾ぞ

有う

の
金
融
危
機
に
襲
わ

れ
た
世
界
経
済
。

  

そ
の
悪
化
は
、
わ
が
国
へ
も
直
接
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
景
気
の
長
期
低
迷
が
続

い
て
い
ま
す
。

　

総
人
口
の
減
少
を
は
じ
め
、
少
子
高
齢

化
、
格
差
社
会
や
地
域
間
不
平
等
な
ど
の

諸
問
題
、
あ
る
い
は
年
金
や
医
療
、
介
護

な
ど
将
来
へ
の
不
安
。

　

世
の
中
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
大
き
く

揺
れ
動
い
て
い
ま
す
。

　

今
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
潜
在
的
な

力
を
最
大
限
に
創
発
す
べ
き
と
き
。

　
「
だ
れ
も
が
、
活
力
あ
ふ
れ
、
誇
り
や

希
望
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
社

会
」を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
昔
、
二
宮
尊
徳
は
卓
越
し
た
人
身

掌
握
術
を
駆
使
し
、
６
０
０
か
所
以
上
の

農
村
を
復
興
・
再
生
さ
せ
ま
し
た
。

　

郷
土
の
偉
人
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
代
表

的
な
教
え
が
、

　

ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
す（
至
誠
）

　

よ
く
働
き（
勤
労
）

　

ぜ
い
た
く
せ
ず
に
暮
ら
し（
分
度
）

　

世
の
た
め
に
尽
く
す（
推
譲
）

そ
し
て
、

　

小
を
積
み
て
大
と
な
す（
積
小
為
大
）

　

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
指
針
、
現
代
の

人
々
の
生
き
方
に
も
通
用
す
る『
報
徳
仕

法
』
は
、
私
た
ち
の
命
を
支
え
る
自
然
の

恵
み
や
身
近
な
環
境
を
守
り
育
て
て
、
郷

土
を
醸
成
す
る
土
台
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

　

折
し
も
、
尊
徳
が
酒
匂
川
の
堤
を
築
い

て
、
今
年
で
記
念
す
べ
き
４
０
０
年
。

　

勤
勉
・
節
約
、
経
験
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

で
編
み
出
し
た
も
の
が
、
時
を
越
え
、
現

代
の
地
域
の
力
、
人
の
力
を
引
き
出
す
事

由
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

道
徳
と
経
済
の
融
和
を
目
指
し
、
今
な

お
奉
仕
の
精
神
や
企
業
経
営
理
念
に
息
づ

く
姿
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

次
世
代
を
担
う
人
材
へ
と
継
承
さ
れ
る

そ
の
心
と
は
。

　

尊
徳
翁お

う

の
人
類
を
見
据
え
た
哲
学
、
社

会
の
根
源
と
な
る
事こ

と

柄が
ら

を
解
き
明
か

す
洞
察
力
、
世
の
た
め
人
の
た
め

に
尽
く
せ
ん
と
し
た
そ
の
信
念
。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
無
尽
に
持
つ
市
民
力
。

　

未
来
の「
新
し
い
小
田
原
」
を
つ

く
る
か
ぎ
は
、
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

尊
徳
の
力

平
成
の
世
に
も

鮮
や
か
に
！

　
　
　

先
人
の
教
え
と
市
民
力
で
つ
く
る
、
未
来
の「
新
し
い
小
田
原
」

特
集
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昨
年
来
、
未み

曾ぞ

有う

の
金
融
危
機
に
襲
わ

れ
た
世
界
経
済
。

  

そ
の
悪
化
は
、
わ
が
国
へ
も
直
接
的
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
景
気
の
長
期
低
迷
が
続

い
て
い
ま
す
。

　

総
人
口
の
減
少
を
は
じ
め
、
少
子
高
齢

化
、
格
差
社
会
や
地
域
間
不
平
等
な
ど
の

諸
問
題
、
あ
る
い
は
年
金
や
医
療
、
介
護

な
ど
将
来
へ
の
不
安
。

　

世
の
中
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
大
き
く

揺
れ
動
い
て
い
ま
す
。

　

今
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
潜
在
的
な

力
を
最
大
限
に
創
発
す
べ
き
と
き
。

　
「
だ
れ
も
が
、
活
力
あ
ふ
れ
、
誇
り
や

希
望
を
持
ち
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
社

会
」を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
昔
、
二
宮
尊
徳
は
卓
越
し
た
人
身

掌
握
術
を
駆
使
し
、
６
０
０
か
所
以
上
の

農
村
を
復
興
・
再
生
さ
せ
ま
し
た
。

　

郷
土
の
偉
人
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
代
表

的
な
教
え
が
、

　

ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
す（
至
誠
）

　

よ
く
働
き（
勤
労
）

　

ぜ
い
た
く
せ
ず
に
暮
ら
し（
分
度
）

　

世
の
た
め
に
尽
く
す（
推
譲
）

そ
し
て
、

　

小
を
積
み
て
大
と
な
す（
積
小
為
大
）

　

二
十
一
世
紀
に
お
け
る
指
針
、
現
代
の

人
々
の
生
き
方
に
も
通
用
す
る『
報
徳
仕

法
』
は
、
私
た
ち
の
命
を
支
え
る
自
然
の

恵
み
や
身
近
な
環
境
を
守
り
育
て
て
、
郷

土
を
醸
成
す
る
土
台
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

　

折
し
も
、
尊
徳
が
酒
匂
川
の
堤
を
築
い

て
、
今
年
で
記
念
す
べ
き
４
０
０
年
。

　

勤
勉
・
節
約
、
経
験
と
た
ゆ
ま
ぬ
努
力

で
編
み
出
し
た
も
の
が
、
時
を
越
え
、
現

代
の
地
域
の
力
、
人
の
力
を
引
き
出
す
事

由
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

道
徳
と
経
済
の
融
和
を
目
指
し
、
今
な

お
奉
仕
の
精
神
や
企
業
経
営
理
念
に
息
づ

く
姿
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

次
世
代
を
担
う
人
材
へ
と
継
承
さ
れ
る

そ
の
心
と
は
。

　

尊
徳
翁お

う

の
人
類
を
見
据
え
た
哲
学
、
社

会
の
根
源
と
な
る
事こ

と

柄が
ら

を
解
き
明
か

す
洞
察
力
、
世
の
た
め
人
の
た
め

に
尽
く
せ
ん
と
し
た
そ
の
信
念
。

　

そ
し
て
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

が
無
尽
に
持
つ
市
民
力
。

　

未
来
の「
新
し
い
小
田
原
」
を
つ

く
る
か
ぎ
は
、
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

6月に尊徳生誕の地・栢山の捨苗栽培地跡で行われた報徳
小・田植え体験。米を取り巻く状況などの理解を深め、そ
の大切さを知ります

広報小田原 2009年１1月1日号3



実践の人 
報徳仕法の足跡をたどる

尊
徳（
幼
名 

金
次
郎
）は
、
江
戸

時
代
も
末
期
に
差
し
か
か
っ

た
天
明
７（
１
７
８
７
）年
、
足
柄
上

郡
栢
山
村（
現
小
田
原
市
栢
山
）で
、

父
利り

　
 
え
　
も
ん

右
衛
門
、
母
よ
し
の
長
男
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。
祖
父
銀ぎ

ん
　
え
　
も
ん

右
衛
門

の
時
代
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
生

家
は
、
後
に
人
手
に
渡
り
移
築
さ
れ

ま
し
た
が
、
現
在
は
元
の
場
所（
栢

山
）に
復
元
さ
れ
、
県
重
要
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
読
書
を
好

ん
だ
父
の
影
響
も
あ
り
、
幼
い
こ
ろ

か
ら
勉
強
好
き
。
字
の
読
み
書
き
を

覚
え
る
た
め
に
、
自
ら
つ
く
っ
た
と

伝
え
ら
れ
る
砂す

な

書が
き

手て

文ぶ
ん

庫こ

は
、
そ
ん

な
少
年
時
代
の
面
影
を
偲し

の

ば
せ
て
く

れ
ま
す
。

巨
星
現
わ
る

れ
ま
す
。

尊徳の自作と伝えられる砂書手文庫。まだまだ紙が貴重
だったこの時代、子どもたちの手習いに広く用いられた

借
金
な
ど
で
困
っ
た
人
を
助

け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
格

だ
っ
た
利
右
衛
門
は
、
銀
右
衛
門
が

残
し
た
田
畑
を
少
し
ず
つ
手
放
し
て

い
き
、
一
家
の
暮
ら
し
は
だ
ん
だ

ん
と
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ

の
う
え
、
尊
徳
が
5
歳
の
と
き

に
は
、
酒
匂
川
の
堤
防
が
切
れ

て
田
畑
を
流
さ
れ
、
生
活
の
基

盤
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
病
弱
の
父

に
代
わ
り
加
わ
っ
た
、
村
総
出

の
酒
匂
川
堤
防
工
事
で
は
、
夜

な
べ
を
し
て
わ
ら
じ
を
つ
く
り
、

村
人
た
ち
に
配
り
ま
し
た
。
ま
た
、

堤
防
に
松
苗
を
植
え
て
補
強
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

苦
難
に
満
ち
た

少
年
時
代

今でこそ河川改修が進んだ酒匂川。しかし、
江戸時代までは、しばしば氾

はん

濫
らん

し、流域
の農民たちを苦しめた

一
家
離
散
か
ら

一
家
再
興
へ

　
歳
の
と
き
に
利

右
衛
門
が
、
そ
の

2
年
後
に
は
、
よ
し
が
亡
く
な
り
ま

し
た
。
一
家
は
離
散
し
て
孤
児
と
な

り
、
伯
父
万ま

ん

兵べ

衛え

に
預
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
万
兵
衛
は
、
尊

徳
に
農
作
業
の
基
本
を
厳
し
く
た
た

き
込
み
ま
し
た
。
万
兵
衛
家
に
は
、

当
時
尊
徳
が
農
作
業
に
使
っ
た
と
い

う
杵き

ね

や
臼う

す

な
ど
が
今
も
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
捨
て
苗
や
油

あ
ぶ
ら

菜な

の
栽
培
な
ど

積
小
為
大
の
原
理
を
体
得
す
る
う
え

で
重
要
な
体
験
を
得
た
の
は
こ
の
こ

ろ
で
す
。や
が
て
、20
歳
で
万
兵
衛
の

家
を
出
た
尊
徳
は
、一
家
再
興
に
向

け
て
こ
つ
こ
つ
と
田
畑
を
買
い
戻
し
、

24
歳
の
と
き
、１
町
４
反（
約
１
・
４ 

ha
）を
所
持
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

14万
兵
衛
家
の
臼
。
尊
徳
は
雨
の
日
に
こ

の
臼
の
傍
ら
に
『
大
学
』を
置
き
、
杵
で

米
を
つ
き
な
が
ら
一
行
ず
つ
読
ん
だ

転
機
の
到
来

　
歳
の
と
き
、
小
田
原
藩
主
大
久

保
忠た

だ

真ざ
ね

か
ら
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
際
の「
そ
の
身
は
も
ち
ろ
ん
村

為
に
も
な
り
」と
い
う
忠
真
の
賛
辞
は
、

尊
徳
に
人
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
の

尊
さ
を
悟
ら
せ
る
重
要
な
転
機
と
な

り
ま
し
た
。

　

折
し
も
以
前
奉
公
し
て
い
た
小
田

原
藩
家
老
服
部
家
の
財
政
再
建
を
任

さ
れ
て
い
た
尊
徳
は
、以
後
３
年
を

か
け
て
、ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
成
功
さ

せ
ま
す
。さ
ら
に
、
大
久
保
家
の
親
戚

に
当
た
る
宇
津
家
が
治
め
る
桜
町
領

の
復
興
を
忠
真
か
ら
命
じ
ら
れ
ま
し

た
。
報
徳
仕
法
の
本
格
的
な
展
開
が

始
ま
っ
た
の
で
す
。

尊
徳
の
才
能
を
見
い
だ
し
た

大
久
保
忠
真

残
し
た
田
畑
を
少
し
ず
つ
手
放
し
て

い
き
、
一
家
の
暮
ら
し
は
だ
ん
だ

村
人
た
ち
に
配
り
ま
し
た
。
ま
た
、

ha
）を
所
持
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

せ
ま
す
。さ
ら
に
、
大
久
保
家
の
親
戚

に
当
た
る
宇
津
家
が
治
め
る
桜
町
領

の
復
興
を
忠
真
か
ら
命
じ
ら
れ
ま
し

た
。
報
徳
仕
法
の
本
格
的
な
展
開
が

始
ま
っ
た
の
で
す
。

年
後
に
は
、
よ
し
が
亡
く
な
り
ま

し
た
。
一
家
は
離
散
し
て
孤
児
と
な

に
預
け
ら
れ
る
こ

4

32

生い立ち、時代背景、そして転機…。
報徳仕法に行き着く道筋は？　尊徳の生涯と実像に迫ります。
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借
金
な
ど
で
困
っ
た
人
を
助

け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
格

だ
っ
た
利
右
衛
門
は
、
銀
右
衛
門
が

残
し
た
田
畑
を
少
し
ず
つ
手
放
し
て

い
き
、
一
家
の
暮
ら
し
は
だ
ん
だ

ん
と
苦
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ

の
う
え
、
尊
徳
が
5
歳
の
と
き

に
は
、
酒
匂
川
の
堤
防
が
切
れ

て
田
畑
を
流
さ
れ
、
生
活
の
基

盤
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
病
弱
の
父

に
代
わ
り
加
わ
っ
た
、
村
総
出

の
酒
匂
川
堤
防
工
事
で
は
、
夜

な
べ
を
し
て
わ
ら
じ
を
つ
く
り
、

村
人
た
ち
に
配
り
ま
し
た
。
ま
た
、

堤
防
に
松
苗
を
植
え
て
補
強
し
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

忠
真
か
ら
桜
町
領

の
復
興
を
命
じ

ら
れ
た
尊
徳
は
、
何
度

も
現
地
に
行
っ
て
実
情

を
調
査
し
、37
歳
の
と
き
、

妻
子
と
と
も
に
栢
山
村

を
出
て
桜
町
に
移
り
ま

し
た
。
家
財
道
具
ほ
か

す
べ
て
を
売
り
払
う
ほ

か
、
覚
悟
を
決
め
た
の

で
す
。
異
郷
の
地
で
の

仕
法
は
、
現
地
で
の
反

発
な
ど
も
あ
り
、
当
初

は
思
う
よ
う
に
進
み
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
成
田
山
新
勝
寺
で
21
日
間
の
断

食
修
行
を
決
行
。
そ
れ
に
よ
り
、
農

民
た
ち
か
ら
の
信
頼
を
高
め
て
い
き

ま
し
た
。

桜
町

復
興
へ
の
道

尊
徳
の
指
導
に
よ
り
、
桜
町
領

の
復
興
が
軌
道
に
乗
る
と
、

各
地
か
ら
そ
の
指
導
を
仰
ぎ
た
い
と

い
う
声
が
上
が
り
始
め
ま
し
た
。
一

番
手
は
、
桜
町
に
近
い
常ひ

陸た
ち

国の
く
に（

現

茨
城
県
）
の
青
木
村
。
こ
の
村
で
川

に
堰せ

き

を
つ
く
る
際
、
茅か

や

葺ぶ

き
屋
根
で

川
を
せ
き
止
め
た
と
い
う
ア
イ
デ
ア

は
、
人
々
を
驚
か
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
多
く
の
村
の
名

主
や
藩
役
人
か
ら
そ
の
教
え
を
求
め

ら
れ
、
弟
子
入
り
を
志
願
し
た
人
も

た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

未
曾
有
の
飢き

饉き
ん

を
予
見

尊徳が桜町に出発する前に記した家財道具など
の売り払い台帳

成
田
山
新
勝
寺
の
水
行
堂
・
参さ

ん

篭ろ
う

堂

天
保
の
大
飢
饉
が
小
田
原
方
面

に
も
広
が
っ
た
こ
ろ
、
尊
徳
は

忠
真
か
ら
領
内
の
救
済
を
命
じ
ら
れ

ま
し
た
。
い
よ
い
よ
故
郷
小
田
原
藩

で
も
、
報
徳
仕
法
が
行
わ
れ
始
め
た

の
で
す
。
小
田
原
に
入
る
と
、
留る

守す

居い

の
役
人
に
、
領
民
へ
米
を
渡
す
よ

う
求
め
、
米
蔵
を
開
け
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
領
内
を
回
っ
て
救
済
作
業

を
進
め
、
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止

め
ま
し
た
。

　

小
田
原
で
の
仕
法
は
以
後
も
成
果

を
上
げ
、
足
柄
平
野
の
各
地
に
、
報

徳
堀
と
呼
ば
れ
る
水
路
が
つ
く
ら
れ

た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、

藩
か
ら
突
然
、
領
内
で
の
仕
法
打
ち

切
り
を
告
げ
ら
れ
、
藩
領
内
へ
の
立

ち
入
り
も
禁
じ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
理
由
は
、
最
後
ま
で
明
ら

か
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

小
田
原
藩
と

報
徳
仕
法

小
田
原
で
の
仕
法
を
進
め
て
い

た
56
歳
の
と
き
、
幕
臣
に
登

用
さ
れ
ま
し
た
。
時
の
老
中
水
野
忠

邦
に
よ
る
大
抜ば

っ

擢て
き

で
す
。
こ
の
こ
ろ
、

尊
徳
の
名
を
使
い
始
め
ま
し
た
。
2

年
後
、
日
光
神
領
の
復
興
計
画
の
作

成
を
命
じ
ら
れ
、
こ
れ
を
機
に
、
ど

の
土
地
に
で
も
当
て
は
ま
る
仕
法
書

を
つ
く
る
こ
と
を
決
意
し
、
3
年
の

歳
月
を
費
や
し
て
膨
大
な
『
日
光
仕

法
雛
形
』
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
報
徳
仕
法
が
後
世

に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
67

歳
の
と
き
、
い
よ
い
よ
日
光
神

領
の
復
興
を
命
じ
ら
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
直
後
に
発
病
。

安
政
3（
１
８
５
６
）
年
、

今い
ま

市い
ち

の
陣
屋
で
、
70
年
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

渾こ
ん

身し
ん

の

日
光
仕
法
雛ひ

な

形が
た

尊
徳
が
復
興
計
画
を
練
っ

て
い
た
こ
ろ
の
日
光
神
領

を
描
い
た
絵
図
。
母
よ
し

の
実
家
に
伝
わ
っ
た
も
の

で
あ
り
、
尊
徳
が
実
際
に

復
興
計
画
の
作
成
に
用
い

た
も
の
か
も
し
れ
な
い

尊徳が履いたと伝えられるわらじ尊徳が履いたと伝えられるわらじ

特集●尊徳の力　平成の世にも鮮やかに！

尊徳が履いたと伝えられるわらじ尊徳が履いたと伝えられるわらじ尊徳が履いたと伝えられるわらじ尊徳が履いたと伝えられるわらじ尊徳が履いたと伝えられるわらじ尊徳が履いたと伝えられるわらじ
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去
る
10
月
、
尊
徳
記
念
館
に
て
松
沢
成
文
知

事
と
加
藤
憲
一
市
長
が
、
小
笠
原
清
報
徳
博
物

館
館
長
の
司
会
で
、わ
が
報
徳
仕
法
を
語
り
合

い
ま
し
た
。

尊
徳
が
生
ま
れ
た
小
田
原

館
長
：
小
田
原
に
は
尊
徳
ゆ
か
り
の
風
景
が
数

多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
尊
徳
ゆ
か
り
の
原
風
景

へ
の
思
い
出
な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

知
事
：
子
ど
も
の
こ
ろ
、
箱
根
に
家
族
旅
行
を

し
た
際
、
酒
匂
川
を
渡
り
な
が
ら
父
が
、「
柴し

ば

刈

り
縄
な
い
わ
ら
じ
を
つ
く
り
〜
」
と
唱
歌『
二

宮
金
次
郎
』を
歌
い
、
川
の
土
手
に
松
を
植
え

た
こ
と
な
ど
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
知
事
に

な
っ
て
改
め
て
勉
強
し
、
尊
徳
の
本
当
の
す
ご

さ
に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

市
長
：
酒
匂
川
や
松
並
木
、
そ
の
向
こ
う
に
見

え
る
富
士
、
尊
徳
が
い
た
こ
ろ
か
ら
変
わ
ら
な

い
風
景
は
、
こ
の
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
に
は

当
た
り
前
で
す
が
、
歴
史
を
考
え
る
と
、
感
慨

深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
年
築ち

く

堤て
い

４
０
０
年

を
迎
え
た
酒
匂
川
も
、
か
つ
て
何
度
も
氾
濫
し
、

尊
徳
を
は
じ
め
農
民
た
ち
を
苦
し
め
ま
し
た
。

今
、
黄
金
色
の
田
が
広
が
り
、
鮮
や
か
に
彼
岸

花
が
咲
く
こ
の
風
景
は
、
先
人
の
血
と
汗
と
涙

の
賜た

ま

物も
の

な
の
で
す
。

農
村
で
学
ん
だ
仕
法
か
ら

館
長
：
尊
徳
の
地
域
経
済
再
生
の
出
発
点
と

な
っ
た
、
農
村
で
学
ん
だ
仕
法
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
か
。

市
長
：「
荒
地
は
荒
地
の
力
で
」
が
胸
に
響
く

言
葉
の
一
つ
で
す
。
尊
徳
は
、
捨
て
苗
を
水
た

ま
り
で
育
て
一
俵
の
も
み
を
収
穫
し
ま
し
た
。

無
か
ら
利
を
生
む
営
み
の
原
点
が
こ
こ
に
あ
り
、

こ
れ
は
無
尽
蔵
の
考
え
方
に
つ
な
が
り
、
限
ら

れ
た
財
源
し
か
な
い
私
た
ち
に
希
望
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
市
内
の
小
学
生
が
尊
徳
を
勉
強
し
て

い
ま
す
が
、積
小
為
大
と
い
う
教
え
を
分
か
り

や
す
く
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
ぜ
ひ
実
践

し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

館
長
：
先
日
、イ
チ
ロ
ー
選
手
が
２
０
０
本
安

打
を
達
成
し
た
と
き
、「
２
０
０
本
と
い
う
記

録
よ
り
も
、
そ
れ
ま
で
の
１
９
９
本
の
積

み
重
ね
を
自
分
は
大
事
に
し
た
い
」と

コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
し
た
。
積
小
為
大

の
考
え
方
に
通
じ
る
い
い
話
で
す
ね
。

知
事
は「
天
地
自
然
の
真
理
に
学

ぶ
」
と
い
う
尊
徳
の
姿
勢
に
よ
く

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

知
事
：
私
は
政
治
家
と
し
て

現
地
現
場
主
義
を
重
ん
じ

て
い
ま
す
。『
二
宮
翁
夜や

話わ

』
に
あ
る「
天
地
の

真
理
は
不
書
の
経

文
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

見
え
ざ
る
も
の

尊徳の生家前にて

報
徳
仕
法
を
語
る

平
成
リ
ー
ダ
ー
対
談

尊
徳
翁
ゆ
か
り
の
風
景
。
生
活
経
済
再
生
の
原
理
や
地
域
の
活
性
化
。

報
徳
を
追
求
し
、
実
践
す
る
こ
と
に
よ
る
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
、
ま
ち
づ
く
り
。　

『
報
徳
仕
法
が
引
き
出
す
地
域
の
力
、
人
の
力
』と
題
し
、
首
長
た
ち
が
互
い
の
信
念
、

尊
徳
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
教
え
の
可
能
性
に
迫
り
ま
す
。

１
章

特
集
●
尊
徳
の
力　

平
成
の
世
に
も
鮮
や
か
に
！

6
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な
り
。
こ
の
不
書
の
経
文
を
見
る
に
は
、
肉
眼

を
も
っ
て
一
度
見
渡
し
、
し
か
し
て
の
ち
肉
眼

を
閉
じ
、
心
眼
を
開
き
て
よ
く
見
る
べ
し
」の

言
葉
に
非
常
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
ま
ず
現

地
現
場
を
よ
く
観
察
し
、
そ
の
後
に
、
目
を
閉

じ
て
心
で
真
理
を
考
え
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。
私
も
、
常
に
現
場
に
足
を
運
び
、
県

民
と
語
り
合
い
、
考
え
ら
れ
る
政
治
家
に
な
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

桜
町
領
復
興
事
業
に
学
ぶ

館
長
：
尊
徳
は
、
桜
町
領
の
復
興

事
業
を
、
し
っ
か
り
と
現
地
を
調

べ
る
力
、
計
画
力
、
実
践
力
、
指

導
者
の
育
成
力
な
ど
で
成
し
遂
げ

ま
し
た
。
こ
の
尊
徳
の
仕
事
の
進

め
方
を
ど
う
ご
覧
に
な
り
ま
す
か
。

知
事
：
桜
町
領
復
興
事
業
に
は
、

江
戸
時
代
の
い
わ
ば
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
が
あ
り
ま
し
た
。
期
限
を
決
め
、

目
標
を
立
て
る
。
し
っ
か
り
と
し

た
計
画（P

L
A
N

）
を
持
ち
、
そ

れ
を
確
認（C

H
E
C
K

）
す
る
だ
け

で
な
く
、
農
民
と
一
緒
に
動
い
て

（D
O

）や
る
気
に
さ
せ
ま
し
た
。

　

徹
底
し
た
議
論
、
芋
こ
じ
も
し
ま
し
た
。
芋

が
こ
す
り
合
っ
て
き
れ
い
に
な
る
よ
う
に
、
人

と
人
と
が
考
え
を
ぶ
つ
け
て
、
合
意
や
結
論
が

出
る
ま
で
と
こ
と
ん
、
話
を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
さ
ら
に
や
る
気
を
引
き
出
す
た
め
に

表
彰
制
度
も
つ
く
り
上
げ
、
表
彰
さ
れ
る
人
を

投
票
で
選
ぶ
な
ど
民
主
主
義
の
原
点
を
す
で
に

つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

市
長
：
尊
徳
が
桜
町
に
赴
任
し
た
の
は
37
歳
、

そ
こ
で
反
対
や
妨
害
を
受
け
、
苦
し
み
、
成
田

山
で
断
食
修
行
し
た
の
が
42
歳
の
と
き
。
今

の
私（
45
歳
）
よ
り
も
若
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
覚
悟
に
、
も
の
す
ご
い
精
神
力
、
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
感
じ
ま
す
。
私
も
尊
徳
に
学
ん
で
、
あ

き
ら
め
な
い
情
熱
で
市
政
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
で
す
ね
。

勤
労
・
分
度
・
推
譲

〜
そ
し
て
至
誠
〜

館
長
：
報
徳
を
実
現
す
る
た
め
の
三
原
則
、

勤
労
・
分
度
・
推
譲
。
自
分
の
徳
を
生
か
し

て
働
き
、
分
度
を
わ
き
ま
え
て
生
活
し
、
余
っ

た
分
を
社
会
に
還
元
し
て
活
性
化
す
る
こ
と
は
、

政
治
の
根
幹
と
な

る
発
想
で
す
ね
。

知
事
：
今
、尊
徳
が

知
事
だ
っ
た
ら
ど

う
す
る
だ
ろ
う
か
、

と
よ
く
考
え
ま
す
。

行
財
政
の
大
き
な

基
本
は
分
度
と
推

譲
で
あ
り
、私
た

ち
は
で
き
る
だ
け

行
政
改
革
を
行
い
、

節
約
し
、
余
っ
た

分
を
将
来
の
た
め
、

弱
者
の
た
め
に
使

わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

尊
徳
が
、し
っ

か
り
と
金
融
を
運

営
に
組
み
込
ん
だ

こ
と
も
重
要
で
し

た
。利
子
を
多
く
稼

ぐ
こ
と
も
、ま
た
、

困
っ
て
い
る
人
に

は
利
子
を
下
げ
る

尊徳記念館体験実習室での対談

神奈川県

松沢 成文知事

小田原市

加藤 憲一市長

報徳博物館

小笠原 清館長

特集●尊徳の力　平成の世にも鮮やかに！ 現
地
現
場
主
義
！

こ
と
も
し
ま
し
た
。
松
下
幸
之
助
の
大
き
な
政

策
提
言
に
、
国
家
運
営
で
切
り
詰
め
て
、
お
金

を
た
め
、
そ
の
利
子
運
営
で
国
家
財
政
を
賄

う
と
い
う
無
税
国
家
論
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
分
度
と
推
譲
の
考
え
方
で
、
そ
う
い
っ
た

思
い
で
財
政
運
営
に
取
り
組
む
心
構
え
を
持

ち
た
い
で
す
ね
。

館
長
：
勤
労
・
分
度
・
推
譲
に
加
え
、
至
誠

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
真
心
を
尽
く
す

と
い
う
意
味
の
至
誠
を
、
市
長
は
、
よ
く
掲
げ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

基
本
は〝
至
誠
〞

報
徳
は

現
代
に
つ
な
が
っ
て
い
る
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ま
た
、
分
度
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、市
で
は
、立
ち
行
か
な
い
財
政
運
営
の
中
、

事
業
仕
分
け
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
コ
ス

ト
カ
ッ
ト
だ
け
で
は
足
り
ず
、
よ
り
一
層
の
覚

悟
を
持
っ
て
事
業
を
や
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
推
譲
も
大
事
で
す
。
金
銭
的
な

も
の
だ
け
を
い
う
の
で
は
な
く
、
心
、
労
力
、

知
恵
、
能
力
を
地
域
の
公
共
の
た
め
に
発
揮
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。
私
は
今
、
さ
ら
な

る
市
民
参
画
を
呼
び
か

け
、
お
金
で
は
な
い
徳

を
皆
で
出
し
合
う
地
域

の
豊
か
さ
を
つ
く
ろ
う

と
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
に
報
徳

仕
法
を
生
か
す

館
長
：
経
済
成
長
は
、

今
ま
で
た
ど
っ
て
き
た

形
は
望
め
ず
、
持
続
可

能
な
経
済
の
在
り
方
が

問
わ
れ
ま
す
。
そ
の
視

点
か
ら
、
市
の
見
通
し

や
希
望
に
つ
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
。

市
長
：
ま
ず
、
市
民
の

皆
さ
ん
に
、「
こ
の
国
を
、

小
田
原
を
、
地
域
を
よ

く
し
た
い
」
と
い
う
思

い
を
強
め
て
も
ら
う
こ

と
が
重
要
で
す
。
自
治

会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
子
ど
も
会
、

商
工
会
、
各
事
業
所
な

ど
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、

市
長
：
今
、
根
強
い
行
政
不
信
、
現
状
に
対
す

る
あ
き
ら
め
、
漠
然
と
し
た
無
力
感
が
漂
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
い
ろ
い
ろ
な
技
術
論
・
方
法
論
の

基
本
は
至
誠
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
至
誠
と
情

緒
的
に
い
う
だ
け
で
は
な
く
情
報
提
供
、
十
分

な
説
明
、
徹
底
し
た
議
論
、
市
民
参
画
の
呼
び

か
け
を
行
い
、
行
政
の
中
に
至
誠
を
具
体
化
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

尊徳回村の像前にて

尊徳生家のいろりを囲んで

一
人
ひ
と
り
の
〝
心
の
エ
ン
ジ
ン
〞
を
元
気
に

し
て
い
き
た
い
で
す
。

　

次
に
、
地
域
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
。

小
田
原
は
、
足
元
に
眠
る
資
源
の
掘
り
起
こ
し

が
十
分
に
で
き
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

派
手
す
ぎ
ず
身
の
丈
に
応
じ
た
内
発
型
の
、
地

に
足
の
つ
い
た
地
域
経
済
の
形
を
実
現
し
た
い

で
す
。

　

そ
れ
が
で
き
た
ら
、
分
度
と
推
譲
の
精
神
で
、

次
の
世
代
に
余
財
を
送
る
。
地
域
の
大
地
が
豊

か
に
な
り
、
も
の
づ
く
り
も
進
み
、
文
化
も
蓄

え
ら
れ
、
よ
い
循
環
の
、
持
続
可
能
な
市
民
自

治
の
ま
ち
が
理
想
で
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
報

徳
仕
法
を
ま
ち
づ
く
り
に
当
て
は
め
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

館
長
：
最
後
に
知
事
に
、
地
域
経
済
の
健
全
化
、

立
て
直
し
、
こ
れ
か
ら
の
循
環
型
経
済
の
観
点

を
含
め
て
、
伺
い
ま
し
ょ
う
。

知
事
：
尊
徳
は
、「
経
済
を
伴
わ
な
い
道
徳
は
た

わ
ご
と
で
あ
る
。
道
徳
を
伴
わ
な
い
経
済
は
罪

悪
で
あ
る
」と
言
い
ま
し
た
。
持
続
可
能
な
経

済
社
会
を
構
築
す
る
に
は
経
済
倫
理
が
と
て
も

重
要
で
す
。
人
間
は
勤
労
を
通
じ
て
、
知
恵
を

磨
き
、
自
己
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

鳩
山
首
相
が
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
25
％
削

減
と
い
う
厳
し
い
目
標
を
掲
げ
ま
し
た
が
、
私

た
ち
は
逃
げ
る
こ
と
を
せ
ず
、
経
済
と
環
境
が

両
立
で
き
る
よ
う
知
恵
を
出
し
、
得
意
な
勤
労

を
惜
し
ま
ず
、
新
し
い
環
境
技
術
を
日
本
か
ら

開
発
す
る
な
ど
し
て
、
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。こ
の
よ
う
に
し
て
、持
続
可
能

な
社
会
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

館
長
：
報
徳
は
現
代
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
ね
。
知
事
に
も
市
長
に
も
、
今

後
も
報
徳
を
取
り
入
れ
て
新
た
な
方
向
性
を
見

い
だ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

尊徳生家の縁側にて
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受
け
継
が
れ
る
報
徳
仕
法

功
績
と
継
承
者
た
ち

地
域
社
会
に
学
び
生
か
さ
れ
る
そ
の
教
え
、
企
業
経
営
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
合
理
的

手
法
。
人
々
の
出
会
い
と
ま
ち
が
つ
な
が
り
、
日
本
各
地
に
そ
の
精
神
が
伝
承
さ
れ

て
い
き
ま
す
。
報
徳
仕
法
が
息
づ
く
さ
ま
ざ
ま
な
現
場
を
追
い
ま
す
。　
　
　

2
章

特
集
●
尊
徳
の
力　

平
成
の
世
に
も
鮮
や
か
に
！

　

市
が
平
成
10
年

度
に
開
設
し
た
報

徳
塾
の
卒
業
生
は
、

す
で
に
４
０
０
人

ほ
ど
に
な
り
ま
す
。

尊
徳
の
教
え
を
日

常
生
活
に
生
か
し
、

講
義
や
史
跡
巡
り

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
報
徳
塾
卒
業
生
を
中
心
と
し
た
グ

ル
ー
プ
の
一
つ
が
二
宮
尊
徳
い
ろ
り
ク
ラ
ブ
。

毎
月
２
回
、
尊
徳
生
家
を
良
好
に
保
つ
た
め
、

茅
葺
き
屋
根
の
保
存
効
果
を
高
め
る
煙
燻く

ん

蒸じ
ょ
う

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

会
員
の
丁
寧
な
作
業
で
、
煙
が
絶
妙
に
調

整
さ
れ
、
天
井
ま
で
、
も
く
も
く
と
昇
り
ま
す
。

「
仲
間
は
皆
、
尊
徳
大
好
き
人
間
。
60
代
を
中

心
と
し
た
個
性
豊
か
な
集
ま
り
で
す
。
自
分

た
ち
が
尊
徳
を
勉
強
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

若
い
人
た
ち
へ
語
り
継
い
で
い
ま
す
」
と
小

酒
部
会
長
。

　

見
学
者
へ
詳
し
く
説
明
す
る
な
ど
し
て
尊

徳
の
教
え
を
学
び
伝
え
る
過
程
に
生
ま
れ
る

人
と
人
と
の

交
流
や
、
そ

れ
が
教
育
や

生
活
を
潤
す
こ
と
は
、
か
け
が

え
の
な
い
も
の
で
す
。

い
ろ
り
燻
蒸
へ
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
！

11
月
14
日（
土
）・
28
日（
土
）
9
：
00
〜
11
：
30

尊
徳
生
家

学
び
伝
え
生
ま
れ
る
も
の

二
宮
尊
徳
い
ろ
り
ク
ラ
ブ

　

報
徳
の
郷 

い
も
こ
じ
会
で
は
、
栢
山
で
農

業
を
経
営
す
る
担
い
手（
10
人
）が
、
そ
の
技

術
の
研
修
と
研け

ん

鑽さ
ん

を
し
、
推
譲
の
心
を
発
揮

し
て
、
地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い

ま
す
。「
里
芋い

も

と
水
を
お
け
に
入
れ
て
、
棒
で

洗
う
と
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
き
れ
い
に
な
る
、

こ
れ
を
〝
い
も
こ
じ
〞
と
い
う
ん
で
す
よ
。

人
も
ま
た
同
じ
。
日
々
の
生
活
の
中
で
、
お

互
い
に
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

し
、
自
分
自
身
を
磨
い
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
す
ね
」と
、黒
柳
会
長
は

優
し
い
ま
な
ざ
し
で
力
強
く
語
り
ま
す
。

　

水
利
組
合
と
の
協
働
に
よ
る
農
業
用
水
の

清
掃
、
農
道
の
補
修
、
農
作
業（
田
ん
ぼ
の
耕

作
）
の
代
行
や
あ
ぜ
道
の
草
刈
り
な
ど
、
地

域
社
会
へ
奉
仕
す
る
精
神
は
、
ま
さ
に
尊
徳

の
教
え
そ
の
も
の
。「
春
の
菜
の
花
ま
つ
り
で

は
、
尊
徳
の
足
跡
を
訪
ね
、
田
園
や
小
川
な

ど
ゆ
か
り
の
風
景
を
感
じ
合
っ
た
り
、
尊
徳

の
歌
を
歌
い
、
菜
の
花
摘
み
を
行
い
ま
す
。

地
域
の
皆
さ
ん
と
交
流
す
る
こ
と
で
、
そ
の

教
え
を
生
か
し
た
社
会
が
つ
く
れ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
」。
受
け
継
が
れ
た
報
徳
仕
法
は
、

地
域
で
市
民
力
と
と
も
に
着
実
に
歩
み
続
け

て
い
ま
す
。

互
譲
の
精
神
を
地
域
社
会
に

報
徳
の
郷さ

と 

い
も
こ
じ
会

会長

黒柳 昭平さん
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と
き
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
扱
う
私
た
ち
の

使
命
は
、
人
々
が
楽
し
く
幸
せ
に
生
き
て
い

く
た
め
、
生
活
に
付
加
価
値
を
与
え
、
文
化

を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
。
利
益
を
追
求
す
る
こ

と
だ
け
に
お
ぼ
れ
ず
に
、
研
究
者
の
育
成
や

文
化
事
業
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

研
究
技
術
を
高
め
、
真
珠
に
よ
り
よ
い
環

境
を
整
え
る
こ
と
は
、
当
然
の
役
割
で
す
。

真
珠
は
、
海
に
棲す

む
ア
コ
ヤ
貝
、
つ
ま
り
自

然
か
ら
授
か
っ
た
贈
り
物
で
す
か
ら
、
利
益

を
自
然
に
お
返
し
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

き
れ
い
な
海
を
つ
く
る
た
め
、
水
質
な
ど
に

深
く
か
か
わ
る
森
林
の
保
全
育
成
に
も
協
力

し
て
い
ま
す
。

　

銀
座
本
店
前
の
ミ
キ
モ
ト
ガ
ー
デ
ン
プ
ラ

ザ
に
は
毎
年
、
ク
リ
ス
マ
ス
シ
ー
ズ
ン
に
モ

ミ
の
木
を
、
春
に
は
桜
を
根
付
き
で
し
つ
ら

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と
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え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
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と
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て
い
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す
。
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れ
ら
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い
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す
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れ
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え
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す
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え
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す
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銀
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す
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す
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す
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こ
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の
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え
て
い
ま
す
。
こ
れ
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座
の
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え
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ま
す
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こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
銀
座
の
風
物
詩
と

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

し
て
、
訪
れ
る
人
に
親
し
ま
れ
、
展
示
後
に

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

は
学
校
や
病
院

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

な
ど
へ
寄
贈
し

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

　

社
会
と
の
共

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

生
を
全
う
し
な

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

が
ら
、美
し
い
生

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

活
文
化
の
創
造

を
目
指
す
企
業

を
目
指
す
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推
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推
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思
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と
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い
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の
だ
と
思
い
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の
だ
と
思
い
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だ
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い
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だ
と
思
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ま
す
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ま
す
。

ま
す
。

ま
す
。那須烏山市

大熊町

南相馬市

相馬市

豊頃町

　

株
式
会
社
ミ
キ
モ
ト
の
創
業
者
、
御み

木き

本も
と

幸こ
う

吉き
ち

は
、
尊
徳
を
敬
愛
し
報
徳
仕
法
を
経
営

哲
学
と
し
て
い
ま
し
た
。「
ワ
シ
は
志
摩
の
二

宮
尊
徳
に
な
り
た
い
の
じ
ゃ
！
」
と
い
う
幸

吉
の
精
神
は
、
伊
勢
志
摩
の
環
境
・
景
勝
保

護
へ
の
尽
力
、私
財
を
投
じ
て
水
路
を
整
備
し
、

真
珠
養
殖
の
大
敵
で
あ
る
赤
潮
被
害
か
ら
英あ

虞ご

湾
を
守
っ
た
こ
と
な
ど
に
表
れ
ま
し
た
。

　

宝
飾
業
界
の
先
駆
者
で
あ
り
、
現
在
は
ロ

　
　

ン
ド
ン
を
は
じ
め
パ
リ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

　
　
　

ク
に
も
店
舗
を
持
つ
、
世
界
的
ブ
ラ

　
　
　
　

ン
ド
。
日
本
が
世
界
に
誇
る
真
珠

　
　
　
　
　

か
ら
、
美
し
い
夢
を
与
え
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
企
業
に
も
、
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳
仕
法
は
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

づ
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
す
。

　

宝
飾
品
の
歴
史
は
大
変
古
く
、
古
代
か
ら

人
々
の
心
を
和
ま
せ
る
も
の
と
し
て
親
し
ま

れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
は
１
０
０
年
に
1
度
と
も
評
さ
れ
る
混こ

ん

沌と
ん

と
し
た
経
済
状
態
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な

　1893年、真珠の養殖に世界で初めて成功した御木
本幸吉は、トーマス・エジソンとならび称される偉
大な発明家。
　1909年、尊徳を慕い、小田原を訪れた幸吉は、尊
徳生誕の地が荒地となっていることを憂い、259坪
を買収し整備しました。この事績は、生家横にある
石碑に記されています。
　今、この場所に生家が移築・保存され、当時のよ
うすを偲ぶことができるのも、幸吉の足跡があった
からにほかなりません。

御木本 幸吉（1858～1954年）

英虞湾の養殖風景

写真提供：（株）ミキモト

ミキモトジャンボクリスマスツリー（平成20年／銀座本店前）



全国報徳サミット

特集●尊徳の力　平成の世にも鮮やかに！

つなごう！ 報徳の絆
きずな

を
　報徳仕法で復活を遂げた尊徳ゆかりの市町村が　報徳仕法で復活を遂げた尊徳ゆかりの市町村が
手を携えて情報交換をし、尊徳の教えや実践の普手を携えて情報交換をし、尊徳の教えや実践の普手を携えて情報交換をし、尊徳の教えや実践の普
及・啓発を図り、まちづくりに取り組んでいます。
　昭和63年5月、尊徳生誕200年を記念して、小田　昭和63年5月、尊徳生誕200年を記念して、小田　昭和63年5月、尊徳生誕200年を記念して、小田
原市中央公民館（現生涯学習センターけやき）ホー原市中央公民館（現生涯学習センターけやき）ホー
ルで同サミット全国大会が初めて開かれました。
　その後、全国津々浦々の尊徳ゆかりの地で行われ、　その後、全国津々浦々の尊徳ゆかりの地で行われ、　その後、全国津々浦々の尊徳ゆかりの地で行われ、
今年で15回目を迎えます。

栃木県日光市
～尊徳最期の仕法の地～
尊徳が晩年を過ごした地。高齢を顧みず、村を回尊徳が晩年を過ごした地。高齢を顧みず、村を回
り手掛けた、新田開発や用水整備がもたらした多り手掛けた、新田開発や用水整備がもたらした多り手掛けた、新田開発や用水整備がもたらした多
大な恩恵は、今のまちづくり、ひとづくりにも生大な恩恵は、今のまちづくり、ひとづくりにも生
かされています。

栃木県真岡市
～桜町仕法の実践の地～
尊徳が26年間の長きにわたり住み、報徳仕法とい尊徳が26年間の長きにわたり住み、報徳仕法とい尊徳が26年間の長きにわたり住み、報徳仕法とい
われる実践を完成させた場所が、ここ桜町領（旧われる実践を完成させた場所が、ここ桜町領（旧われる実践を完成させた場所が、ここ桜町領（旧
二宮町）。今も仕法が代々、受け継がれています。

静岡県掛川市
～150年前にまかれた種は今も花を咲かせる～
尊徳の教えを受けた弟子たちが育てた大日本報徳尊徳の教えを受けた弟子たちが育てた大日本報徳
社は、報徳仕法を普及発展させるための学びの中心。社は、報徳仕法を普及発展させるための学びの中心。社は、報徳仕法を普及発展させるための学びの中心。
今もこの地には仕法が息づいています。

今も報徳仕法でつながる市町村

第15回全国報徳サミットは
日光市で開かれます
Y第15回全国報徳サミット日光市大会実行委員会
　☎0288-21-5182　
日時：11月21日（土）
　　　午前９時30分～午後０時30分
　　　（午前９時開場）
場所：日光市今市文化会館
◆まちづくりの事例発表や作曲家船村徹さんの記
　念講演会が行われます。
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尊徳の教えを受けた弟子たちが育てた大日本報徳尊徳の教えを受けた弟子たちが育てた大日本報徳
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大台町

掛川市

御殿場市

小田原市

大井町

秦野市

真岡市

日光市

飯舘村

筑西市
桜川市

茂木町
那須烏山市
大熊町

南相馬市

相馬市

浪江町

全国報徳研究市町村協議会　加盟市町村

▲昨年開かれた、第14回掛川市大会のようす
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コラム

■壱円券になったよ！
昭和２１～２３年に発行された壱円
券の肖像になっています。この紙幣、
今でも使用できるんですよ！

■尊徳道歌のこころ
尊徳は、その教えを和歌に分かり
やすく詠みました。
現代の私たちが尊徳の教えを知る
確かな道しるべとなる、思いの詰
まった道歌を今後、広報おだわら
で紹介していきます。

■金次郎が
　小田原駅でお見送り
行き交う人々を見送る金次郎の銅
像。実は旧城内小にあったものな
んです。三の丸小統合・新校舎建
設によって主

あるじ

不在となり、尊徳記念
館に保管されていましたが、小田原
報徳実践会が、平成18年に小田原
駅東口駅前広場の整備をきっかけ
に、この場所に設置しました。

■えっ、金次郎が２人！？
金次郎像がある学校は日本全国、
数多く。でも、それが２体ある学校
は日本中探しても、金次郎のふるさ
と、桜井小だけではないでしょうか。
１体は昭和１９年に寄贈された石像
の金次郎。今は中庭から子どもた
ちを見守ります。もう１体は、平成
５年に桜井小開校100周年を記念
して正面玄関前に設置された銅像
です。岩に腰掛けて本を読む金次
郎は珍しいですね。

二宮尊徳
尊徳ってどんな人？
尊徳のこんなこと、知っていますか？
尊徳ゆかりのお話やエピソードなどをリポートします。

みんな、知ってる？

■尊徳は大男！
身長は６尺（約１８０ｃｍ）以上と大
柄な人だったんです。江戸時代の
男性の平均身長が１５５～１５７ｃｍ。
かなり、ビックですよね。

壱円券の見本

報徳二宮神社発行　二宮尊徳道歌

12

見 本
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学
校
で
、
こ
ん
な
こ
と
学
ん
だ
よ

市
原
：
今
日
は
6
人
で
金
次
郎
さ
ん
の
こ

と
を
話
そ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
金
次

郎
さ
ん
に
つ
い
て
、
み
ん
な
が
日
ご
ろ
ど

ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い
る
か
、
教
え
て
も

ら
え
ま
す
か
？
私
は
桜
井
小
出
身
で
、
そ

の
と
き
に
わ
ら
じ
を
つ
く
り
ま
し
た
。
履は

い
て
み
た
ら
、
と
っ
て
も
痛
く
て
ね
。
昔

の
人
は
毎
日
、
こ
う
い
う
も
の
を
身
に
着

け
て
農
作
業
を
し
て
た
ん
だ
な
っ
て
感
心

し
ま
し
た
。
中
尾
さ
ん
は
ど
う
だ
っ
た
？

中
尾
：
私
も
履
い
て
み
た
け
ど
、
チ
ク
チ

ク
し
て
と
っ
て
も
、
痛
か
っ
た
で
す
。

横
山
：
酒
匂
川
の
堤
防
工
事
の
と
き
に
、

そ
れ
を
毎
日
つ
く
っ
て
、
村
の
み
ん
な
に

配
っ
た
ん
だ
。
と
て
も
大
変
だ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
思
う
し
、
勉
強
し
た

中
で
最
も
印
象
的
な
こ
と
だ
よ
。
田
中
さ

ん
は
何
か
あ
り
ま
す
か
？

報
徳
仕
法
を
自
ら
の
手
で

未
来
の
担
い
手
座
談
会

金
次
郎
さ
ん
の
教
え
が
脈
々
と
受
け
継
が

れ
る
栢
山
の
地
に
、
生
ま
れ
育
つ
６
人
の
お

だ
わ
ら
っ
子
た
ち
。

若
き
心
に
秘
め
た
感
情
と
、
郷
土
へ
の
初
々

し
い
一い

ち

途ず

な
思
い
。

『
僕
た
ち
、
私
た
ち
の
近
未
来
お
だ
わ
ら
』を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
未
来
の
「
新

し
い
小
田
原
」を
つ
く
る
決
意
を
語
り
ま
す
。

（左から）中尾さん、横山さん、田中さん、釼持さん、
市原さん、橋本さん

3
章

特
集
●
尊
徳
の
力　

  

平
成
の
世
に
も
鮮
や
か
に
！
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田
中
：
私
も
本
を
読
み
な
が
ら
実
際
に
布

で
つ
く
っ
て
み
ま
し
た
。
鼻
緒
の
つ
く
り

方
が
よ
く
分
か
ら
な
く
て
、
な
か
な
か
う

ま
く
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。
文
化
祭
で

は
、
学
校
で
育
て
た
菜
種
か
ら
油
を
取
っ

て
、
そ
れ
を
使
っ
て
お
好
み
焼
き
屋
さ
ん

を
や
っ
て
い
た
ク
ラ
ス
も
あ
り
ま
し
た
。

橋
本
：
僕
の
一
番
の
思
い
出
は
5
年
生
の

と
き
に
、
捨
苗
栽
培
地
跡
で
田
植
え
を
し

た
こ
と
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
が
手
伝
っ

て
く
れ
て
、
で
き
た
お
米
で
餅も

ち

つ
き
も
し

て
、
そ
れ
が
、
と
っ
て
も
お
い
し
か
っ
た

ん
だ
。

市
原
：
う
ん
、
分
か
る
分
か
る
！
農
家
の

捨
て
苗
を
拾
っ
て
空
き
地
に
植
え
て
、
秋

に
は
一
俵
の
稲
も
み
を
収
穫
し
た
っ
て
と

こ
ろ
だ
よ
ね
。
31
歳
の
こ
ろ
に
は
、
す
で

に
三
町
八
反
（
約
３
・
８
ha)

の
大
地
主
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
本
当
に
す
ご
い
。

私
の
好
き
な
金
次
郎
さ
ん
の
言
葉
は
積
小

為
大
。
桜
井
小
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
こ

ろ
は
、
石
碑
に
書
い
て
あ
る
そ
の
言
葉
の

意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
け
ど
、
理

解
で
き
た
と
き
に
は
、
な
る
ほ
ど
っ
て
感

心
し
た
ん
だ
よ
。

橋
本
：
小
さ
な
こ
と
か
ら
こ
つ
こ
つ
や
る

…
校
長
先
生
も
、
そ
の
大
切
さ
を
朝
礼
で

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
報
徳
小
に
は
、
金

次
郎
さ
ん
が
わ
ら
じ
を
配
っ
て
い
る
珍
し

い
像
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
ほ
か
の
学
校
に

は
あ
ま
り
な
い
ち
ょ
っ
と
し
た
自
慢
か
な
。

田
中
：
私
も
積
小
為
大
っ
て
言
葉
が
、
一

番
好
き
。
小
さ
い
こ
と
か
ら
一
つ
ず
つ

行
っ
て
い
く
の
は
、
と
て
も
大
変
な
こ
と

だ
か
ら
。
委
員
会
や
係
の
仕
事
も
、
少
し

ず
つ
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
、
全
校
の
み

ん
な
が
も
っ
と
笑
顔
に
な
れ
る
よ
う
に
し

て
い
き
た
い
な
。

僕
た
ち
、
私
た
ち
の
中
に

息
づ
く
金
次
郎
さ
ん

中
尾
：
金
次
郎
さ
ん
の
し
た
仕
事
と
い
え

ば
酒
匂
川
の
土
手
に
松
を
植
え
た
り
、
大

人
に
な
っ
て
か
ら
は
村
の
立
て
直
し
を
し

た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
と
て
も
記
憶
に

残
っ
て
い
ま
す
。

釼
持
：
子
ど
も
だ
っ
た
こ
ろ
、
力
の
な
い

金
次
郎
さ
ん
は
村
人
の
た
め
に
わ
ら
じ
を

つ
く
っ
て
、
配
っ
て
あ
げ
た
り
し
た
ん
だ

よ
ね
。

横
山
：
そ
う
だ
ね
。
自
分
に
で
き
る
こ
と

は
何
か
を
ち
ゃ
ん
と
理
解
し
て
、
頑
張
っ

て
い
た
ん
だ
よ
ね
。

市
原
：
釼
持
さ
ん
、
桜
井
小
の
校
歌
に
も

金
次
郎
さ
ん
の
名
前
が
入
っ
て
い
る
よ

ね
。
こ
れ
を
知
っ
た
と
き
、
す
ご
い
こ
と

だ
な
っ
て
思
わ
な
か
っ
た
？

釼
持
：
そ
う
で
す
ね
。
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

そ
う
思
い
ま
し
た
。
と
に
か
く
み
ん
な
の

役
に
立
と
う
と
す
る
そ
の
姿
が
、
と
て
も

印
象
的
で
す
。

橋
本
：
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
し
よ
う
と

い
う
考
え
方
、
簡
単
だ
け
ど
と
て
も
難
し

い
と
思
う
。そ
れ
に
、子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
、

父
親
が
病
気
の
と
き
に
そ
の
代
わ
り
を
し

よ
う
と
思
う
な
ん
て
、自
分
に
は
な
か
な
か
、

ま
ね
で
き
な
い
か
な
。

中
尾
：
金
次
郎
さ
ん
の

イ
メ
ー
ジ
っ
て
、
み
ん

な
同
じ
で
す
よ
ね
。

田
中
：
優
し
く
て
、
一
生
懸
命
に
勉
強
を

頑
張
っ
て
、世
の
中
の
た
め
に
尽
く
し
た
人
。

橋
本
：
そ
う
そ
う
。
村
を
立
て
直
し
た
り
、

み
ん
な
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
、
頼
れ
る

努
力
家
。

釼
持
：
地
域
の
住
民
を
支
え
、
人
の
た
め

に
働
い
た
優
し
い
人
。

市
原
：
だ
れ
の
目
に
も
、
は
っ
き
り
と
し

た
確
か
な
印
象
が
残
っ
て
る
ん
だ
ね
。

教
え
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

田
中
：
み
ん
な
に
質
問
で
す
が
、
金
次
郎

さ
ん
の
教
え
で
、
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
せ

る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
私
は
、
ご
み
拾

報徳小の銅像

桜井小の石碑

桜井小学校６年

釼
けん

持
もつ

 隆
りゅう

吾
ご

さん

城北中学校３年

市
いち

原
はら

 希
の ぞ み

望さん
報徳小学校６年

橋
はし

本
もと

 大
ひろ

輝
き

さん

自分にできることをしようという考え方、
簡単だけどとても難しい

みんなで力を出し合い、
未来の「新しい小田原」を

地域の人たちと一緒に、
　まちを支えていけるようになりたい
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い
や
そ
の
分
別
な
ど
、
身
近
な
こ
と
か
ら

み
ん
な
で
行
え
ば
、
住
み
や
す
い
地
域
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

橋
本
：
最
近
は
草
む
ら
み
た
い
な
田
ん
ぼ

や
畑
が
と
て
も
多
い
か
ら
、
そ
こ
を
耕
し

て
、
い
ろ
ん
な
野
菜
な
ど
を
つ
く
っ
て
小

田
原
の
自
給
率
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
！

中
尾
：
金
次
郎
さ
ん
は
村
を
立
て
直
す

た
め
に
、
人
々
を
無
理
矢
理
に
働
か
せ
た

り
は
せ
ず
、
み
ん
な
の
心
を
明
る
く
す
る

こ
と
で
や
る
気
を
出
さ
せ
ま
し
た
。
み
ん

な
が
仲
良
く
な
れ
ば
団
結
力
が
さ
ら
に
高

ま
っ
て
、
も
っ
と
よ
い
ま
ち
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

横
山
：
将
来
に
向
け
て
、
災
害
を
食
い
止

め
る
工
夫
を
今
か
ら
始
め
ら
れ
る
と
い
い

よ
ね
。
酒
匂
川
の
土
手
に
松
を
植
え
た
よ

う
に
、
今
か
ら
少
し
ず
つ
対
策
を
し
て
お

け
ば
、
い
ざ
と
い
う
と
き
も
困
ら
な
い
と

思
う
。
日
ご
ろ
で
き
る
こ
と
か
ら
少
し
ず

つ
こ
つ
こ
つ
と
、
こ
れ
だ
よ
ね
。

中
尾
：
心
が
強
く
な
い
と
、
努
力
し
続
け

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
と
、

自
分
の
行
い
が
人
の
た
め
に
な
る
と
い
う

こ
と
を
、
と
て
も
喜
ん
で
い
た
か
ら
、
ど

ん
な
に
辛
い
こ
と
も
我
慢
し
て
頑
張
れ
た

ん
だ
と
思
い
ま
す
。

釼
持
：
自
分
の
た
め
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

人
の
た
め
に
、
世
の
中
の
た
め
に
、
と
い

う
思
い
が
強
か
っ
た
ん
だ
ね
。

橋
本
：
お
父
さ
ん
が
優
し
い
人
だ
っ
た
か

ら
、
き
っ
と
、
そ
の
性
格
を
受
け
継
い
だ

ん
だ
ね
。

創
造
・
夢
を
形
へ

市
原
：
み
ん
な
も
、
金
次
郎
さ
ん
み
た
い

に
、
人
の
た
め
に
何
か
が
で
き
る
大
人
に

な
り
た
い
よ
ね
。

中
尾
：
う
ん
、
私
も
人
の
た
め
に
な
れ
た

ら
い
い
な
。

橋
本
：
い
つ
ま
で
も
夢
を
忘
れ
な
い
で
い

た
い
！

釼
持
：
大
人
に
な
っ
た
ら
地
域
の
先
頭
に

立
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
し
た
い
。
地

域
の
人
た
ち
と
一
緒
に
、
ま
ち
を
支
え
て

い
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。

中
尾
：
犯
罪
の
な
く
な
る
ま
ち
に
し
た
い
。

小
さ
な
迷
惑
が
少
し
ず
つ
な
く
な
っ
て
い

け
ば
、
大
き
な
犯
罪
と
か
も
起
こ
ら
な
く

な
る
と
思
い
ま
す
。

橋
本
：
小
田
原
駅
の
方
に
行
く
と
、
お

店
や
ビ
ル
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
都
会
の

イ
メ
ー
ジ
だ
け
ど
、
栢
山
の
辺
り
は
、

自
然
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
住
み
や
す
い
。

だ
か
ら
、
さ
ら
に
宣
伝
し
て
、
も
っ
と
観

光
客
が
や
っ
て
く
る
ま
ち
に
な
っ
た
ら
い

い
な
。

田
中
：
今
み
た
い
に
田
ん
ぼ
と
か
、
自
然

が
豊
か
な
ま
ち
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
ビ
ル

や
お
店
が
悪
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
栢

山
の
よ
う
な
自
然
の
多
い
場
所
が
少
し
で

も
あ
る
と
い
い
と
思
う
。

釼
持
：
そ
う
、
自
然
を
大
切
に
し
て
い
き

た
い
。
何
年
経た

っ
て
も
金
次
郎
さ
ん
の
存

在
を
忘
れ
ず
に
、
守
っ
て
い
け
る
よ
う
な

ま
ち
に
し
て
い
き
た
い
。
会
社
と
か
に
も

金
次
郎
さ
ん
の
教
え
が
受
け
継
が
れ
て
い

く
ま
ち
に
し
た
い
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、

人
も
さ
ら
に
よ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
ね
。

横
山
：
そ
う
だ
ね
。
尊
徳
記
念
館
の
よ
う

に
、
金
次
郎
さ
ん
を
紹
介
す
る
ス
ペ
ー
ス

が
た
く
さ
ん
で
き
る
と
い
い
よ
ね
。
今
日

集
ま
っ
た
み
ん
な
で
、
積
小
為
大
な
ど
の

素
晴
ら
し
い
考
え
方
を
も
っ
と
も
っ
と
広

め
て
、
み
ん
な
が
胸
を
張
っ
て
自
慢
で
き

る
よ
う
な
ま
ち
に
し
て
い
こ
う
！

市
原
：
ど
ん
な
こ
と
も
、
小
さ
な
こ
と
か

ら
少
し
ず
つ
積
み
重
ね
て
い
け
ば
き
っ
と

成
功
す
る
。
栢
山
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境

を
残
し
な
が
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
が
や
っ

て
き
て
く
れ
る
よ
う
な
魅
力
的
な
ま
ち
に

な
る
よ
う
に
私
た
ち
が
頑
張
ら
な
き
ゃ
ね
。

小
さ
な
力
で
も
、人
の
た
め
、地
域
の
た
め
、

ま
ち
の
た
め
に
み
ん
な
で
力
を
出
し
合
い
、

未
来
の「
新
し
い
小
田
原
」
を
つ
く
っ
て

い
こ
う
ね
！

桜井小の校歌

桜井小学校６年

中
なか

尾
お

 翠
みどり

さん

城北中学校３年

横
よこ

山
やま

 爽
すが

太
た

さん

報徳小学校６年

田
た

中
なか

 萌
もえ

花
か

さん

特集●尊徳の力　平成の世にも鮮やかに！

身近なことからみんなで行えば、
住みやすい地域になる

日ごろできることから少しずつ
こつこつと

みんなが仲良くなれば団結力が
さらに高まって、もっとよいまちになる
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　～補正予算や条例議案、決算の認定などを審議～　Y総務課　☎３３-1291

　

審
議
さ
れ
た
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。

■
平
成
21
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

■
平
成
21
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算

■
平
成
21
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算

■
平
成
21
年
度
公
設
地
方
卸
売
市
場
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算

■
平
成
21
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算

■
平
成
21
年
度
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業

特
別
会
計
予
算

■
都
市
公
園
の
有
料
の
公
園
施
設
の
利
用

料
金
に
関
す
る
条
例

■
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

■
梅
の
里
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

■
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

■
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

■
平
成
20
年
度
一
般
会
計
継
続
費
精
算
報

告
書
の
報
告

■
平
成
20
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
20
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定

■
平
成
20
年
度
競
輪
事
業
特
別
会
計
歳
入

歳
出
決
算
の
認
定

■
平
成
20
年
度
小
田
原
城
天
守
閣
事
業
特

別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

■
平
成
20
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
歳

入
歳
出
決
算
の
認
定

■
平
成
20
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
20
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
20
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
20
年
度
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

■
平
成
20
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

■
平
成
20
年
度
宿
泊
等
施
設
事
業
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

■
平
成
20
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
20
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定

■
平
成
20
年
度
病
院
事
業
会
計
決
算
の
認
定

■
前
田
輝
男
さ
ん
を
教
育
委
員
会
委
員
に

任
命

■
小
田
原
地
下
街
の
早
期
再
生
を
求
め
る

決
議

※
議
案
は
、
行
政
情
報
セ
ン
タ
ー
（
市
役

所
４
階
）、
タ
ウ
ン
セ
ン
タ
ー
、
各
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
。

○
一
般
会
計
補
正
予
算

　

13
億
６,
０
９
２
万
1
千
円
追
加

○
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

1
億
４,
５
７
５
万
8
千
円
追
加　

○
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

８
０
４
万
3
千
円
追
加　

○
公
設
地
方
卸
売
市
場
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算

　

１
４
４
万
3
千
円
追
加　

○
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

　

1
億
８,
１
６
９
万
1
千
円
追
加　

○
公
共
用
地
先
行
取
得
事
業
特
別
会
計
予

算
（
新
設
）

　

1
億
１,
４
１
８
万
9
千
円　

　

こ
の
結
果
、全
会
計
の
予
算
額
は
、１,
３
４

　

０
億
２,
９
１
０
万
9
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
参
議
院
神
奈
川
県
選
出
議
員
補
欠
選
挙
費

　

欠
員
に
伴
う
選
挙
に
係
る
費
用
を
計
上

し
ま
し
た
。

●
市
庁
舎
等
耐
震
診
断
委
託
料

　

地
震
防
災
対
策
を
進
め
る
た
め
、
市
庁

舎
及
び
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
け
や
き
の

耐
震
診
断
を
行
い
ま
す
。

●
市
民
ホ
ー
ル
建
設
準
備
会
関
係
費

　

市
民
ホ
ー
ル
の
整
備
推
進
を
図
る
た
め
、

建
設
準
備
会
を
設
置
し
ま
す
。

●
女
性
特
有
の
が
ん
検
診
推
進
事
業
費

　

が
ん
検
診
の
受
診
促
進
を
図
る
た
め
、

特
定
の
年
齢
に
達
し
た
女
性
に
対
し
、

子
宮
頸け

い

が
ん
及
び
乳
が
ん
検
診
の
無
料

ク
ー
ポ
ン
券
を
配
布
し
ま
す
。

●
城
址
公
園
樹
木
緊
急
診
断
委
託
料

　

来
園
者
な
ど
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

城
址
公
園
内
の
古
木
な
ど
の
樹
木
診
断

を
行
い
ま
す
。

●
自
転
車
歩
行
者
道（
市
道
０
０
０
９
）・

歩
道
（
市
道
４
４
５
２
）
設
置
工
事

　

歩
行
者
な
ど
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

歩
道
な
ど
の
整
備
を
行
い
ま
す
。

●
お
城
通
り
地
区
再
開
発
事
業
化
検
討
調

査
委
託
料

　

小
田
原
駅
・
小
田
原
城
周
辺
ま
ち
づ
く

り
検
討
委
員
会
の
報
告
を
踏
ま
え
、
お

城
通
り
地
区
再
開
発
事
業
の
再
検
討
を

進
め
ま
す
。

●
小
田
原
球
場
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
改
修
工
事

　

年
月
を
経
て
劣
化
し
た
ス
コ
ア
ボ
ー
ド

の
表
示
盤
を
改
修
し
ま
す
。

●
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
購
入（
小･

中･

幼
）
等
事
業
費

　

学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）化
を
推

進
す
る
た
め
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

な
ど
を
整
備
し
ま
す
。

●
銅
門
桝
形
土
塀
修
復
事
業
費

　

剥は
く

離り

し
た
銅

あ
か
が
ね

門
桝ま

す

形が
た

の
土
塀
を
修
復
し

ま
す
。

●
市
民
ホ
ー
ル
用
地
取
得
事
業
費

　

特
別
会
計
を
設
置
し
、
市
民
ホ
ー
ル
用

地
の
拡
張
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、「
寄
附
者
一
覧
」の
と
お
り
ご
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
ご
意
思
を

生
か
せ
る
よ
う
に
、
各
基
金
に
積
み
立
て
る

と
と
も
に
、
事
業
費
を
計
上
し
ま
し
た
。

【
寄
附
者
一
覧
】(

敬
称
略)

◆
ふ
る
さ
と
文
化
基
金
寄
附
金

　
（
合
計
30
万
４,
８
２
２
円
）

    

△
山
吹
流
寿
三
翁
会
△
小
島
秀
樹

   

△
神
奈
川
県
小
品
盆
栽
連
合
会
△
菊
地
貴

　
子
△
小
田
原
カ
ラ
オ
ケ
連
合
会

◆
社
会
福
祉
基
金
寄
附
金

　
（
合
計
３
０
３
万
４,
２
５
２
円
）

  　
△
小
田
原
盆
栽
愛
好
会
△
宇
澤
恵
一
△

　
新
玉
小
学
校
昭
和
24
年
度
卒
業
6
年
3

　
組
ク
ラ
ス
会
△
匿
名
1
件

◆
ふ
る
さ
と
み
ど
り
基
金
寄
附
金

　
（
合
計
14
万
９,
１
８
５
円
）

　
　
△
小
田
原
庭
園
業
組
合
△
小
田
原
さ
つ
き

　
会
△
あ
い
お
い
損
害
保
険
株
式
会
社
△
日

　
本
盆
栽
協
会
小
田
原
支
部
△
匿
名
1
件

◆
障
害
者
福
祉
費
寄
附
金
（
2
万
円
）

  　　
△
匿
名
1
件

◆
緑
道
整
備
事
業
費
寄
附
金
（
３
０
０
万
円
）

  　　
△
匿
名
1
件

市議会9月定例会

Y財政課　☎３３-１３１２平成21年度9月補正予算などの概要
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り
検
討
委
員
会
の
報
告
を
踏
ま
え
、
お

城
通
り
地
区
再
開
発
事
業
の
再
検
討
を

進
め
ま
す
。

●
小
田
原
球
場
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
改
修
工
事

　

年
月
を
経
て
劣
化
し
た
ス
コ
ア
ボ
ー
ド

の
表
示
盤
を
改
修
し
ま
す
。

●
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
購
入（
小･

中･

幼
）
等
事
業
費

　

学
校
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ（
情
報
通
信
技
術
）化
を
推

進
す
る
た
め
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

な
ど
を
整
備
し
ま
す
。

●
銅
門
桝
形
土
塀
修
復
事
業
費

　

剥は
く

離り

し
た
銅

あ
か
が
ね

門
桝ま

す

形が
た

の
土
塀
を
修
復
し

ま
す
。

●
市
民
ホ
ー
ル
用
地
取
得
事
業
費

　

特
別
会
計
を
設
置
し
、
市
民
ホ
ー
ル
用

地
の
拡
張
を
進
め
ま
す
。

　

ま
た
、「
寄
附
者
一
覧
」の
と
お
り
ご
寄
附

を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
ご
意
思
を

生
か
せ
る
よ
う
に
、
各
基
金
に
積
み
立
て
る

と
と
も
に
、
事
業
費
を
計
上
し
ま
し
た
。

【
寄
附
者
一
覧
】(

敬
称
略)

◆
ふ
る
さ
と
文
化
基
金
寄
附
金

　
（
合
計
30
万
４,
８
２
２
円
）

    

△
山
吹
流
寿
三
翁
会
△
小
島
秀
樹

   

△
神
奈
川
県
小
品
盆
栽
連
合
会
△
菊
地
貴

　
子
△
小
田
原
カ
ラ
オ
ケ
連
合
会

◆
社
会
福
祉
基
金
寄
附
金

　
（
合
計
３
０
３
万
４,
２
５
２
円
）

  　
△
小
田
原
盆
栽
愛
好
会
△
宇
澤
恵
一
△

　
新
玉
小
学
校
昭
和
24
年
度
卒
業
6
年
3

　
組
ク
ラ
ス
会
△
匿
名
1
件

◆
ふ
る
さ
と
み
ど
り
基
金
寄
附
金

　
（
合
計
14
万
９,
１
８
５
円
）

　
　
△
小
田
原
庭
園
業
組
合
△
小
田
原
さ
つ
き

　
会
△
あ
い
お
い
損
害
保
険
株
式
会
社
△
日

　
本
盆
栽
協
会
小
田
原
支
部
△
匿
名
1
件

◆
障
害
者
福
祉
費
寄
附
金
（
2
万
円
）

  　　
△
匿
名
1
件

◆
緑
道
整
備
事
業
費
寄
附
金
（
３
０
０
万
円
）

  　　
△
匿
名
1
件

平成20年度決算に基づく市の健全化判断比率と資金不足比率は、
いずれも「健全段階」でした。　　　　　　　　    Y財政課　☎３３-１３１２

  

「
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
）」に
よ
り
、

地
方
公
共
団
体
は
、
財
政
の
健
全
性
を
判

断
す
る
た
め
の
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
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
20
年
度
決
算
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の

比
率
に
つ
い
て
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
、
本
市
財
政
の
健
全
性

は
、
財
政
健
全
化
法
上
、
問
題
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

■
市
の
「
健
全
化
判
断
比
率
」

（
１
）
実
質
赤
字
比
率

福
祉
、
教
育
、
道
路
整
備
な
ど
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
大
き
さ
を
指
標
化
し
た
も
の

（
２
）
連
結
実
質
赤
字
比
率

一
般
会
計
な
ど
に
水
道
、
病
院
、
下

水
道
、
国
民
健
康
保
険
事
業
な
ど
を

加
え
た
、
す
べ
て
の
会
計
の
赤
字
の

大
き
さ
を
指
標
化
し
た
も
の

本
市
は
、
黒
字
の
た
め
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

本
市
は
、
黒
字
の
た
め
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

（
３
）
実
質
公
債
費
比
率

一
般
会
計
な
ど
の
、借
金（
地
方
債
）

な
ど
の
返
済
額
の
大
き
さ
を
指
標

化
し
た
も
の

本市
平成19年度 平成20年度
12.9 12.6

県下の市町村の平均※
平成19年度 平成20年度
9.0 8.7

全国の市区町村の平均※
平成19年度 平成20年度
12.3 11.8

（
４
）
将
来
負
担
比
率

一
般
会
計
な
ど
の
借
金
や
将
来
支
払
う

可
能
性
の
あ
る
負
担
額
な
ど
の
現
時
点

で
の
大
き
さ
を
指
標
化
し
た
も
の

本市
平成19年度 平成20年度
115.8 90.2

県下の市町村の平均※
平成19年度 平成20年度
104.5 98.4

全国の市区町村の平均※
平成19年度 平成20年度
110.4 100.9

19年度

20年度

19年度

20年度

19年度

20年度

早期健全化基準
　   25％

財政再生基準
35％

本市

全国の市区町村の平均

12.9

12.6

9.0

8.7

12.3

11.8

0％

19年度

20年度

19年度

20年度

19年度

20年度

早期健全化基準
350％

本市

県下の市町村の平均

全国の市区町村の平均

115.8

90.2

104.5

98.4

110.4

100.9

0％

県下の市町村の平均 早期健全化
段階

財政再生
段階

財政健全化法では、「早期健全化」
と「財政再生」の２段階で財政状
況をチェックします。いずれか
の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
の健全化を進める必要があり、さ
らに財政再生基準を超えると、再
生計画を策定し、財政の再建に取
り組むことになります。再生段
階では、地方債を起こすことが制
限されるほか、税金や公共料金の
増額、また、住民サービスの見直
しなどの制限も求められます。

平成20年度決算に基づく
数値は、前年度から0.3ポ
イント改善しています。こ
れは、用地や施設の取得
に係る割賦払い（債務負担
行為）が、平成19年度に
一部終了したことなどに
よるものです。
※実質公債費比率は、平
成18～20年度の各年度
決算につき算出した指標
値の平均値です。

平成20年度決算に基づく
数値は、前年度から25.6
ポイント改善しています。
これは、一般会計などが
負担する地方債（借金）現
在高が約27億円減少した
ことや、（仮称）城下町ホー
ルの施設取得（債務負担
行為）の中止などによる
将来の支出予定額が約63
億円削減されたことなど
によるものです。

早期健全化基準は、イエローカード!?実質公債費比率が改善した？将来負担比率が改善した？

平成20年度決算に基づく健全化判断比率などの詳細は、市ホームページをご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/informatio/finance/kenzenka.html

■
公
営
企
業
の
「
資
金
不
足
比
率
」

　   

公
営
企
業
の
資
金
不
足
を
、
公
営
企
業
の
事
業
規

模
で
あ
る
料
金
収
入
の
規
模
と
比
較
し
て
指
標
化

し
た
も
の

※
本
市
の
場
合
、
対
象
の
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
の
５
つ
の
会
計
が

該
当
し
ま
す
。

い
ず
れ
の
公
営
企
業
会
計
も
資
金
不
足
が
生
じ
て
い
な

い
た
め
、
算
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

※「
県
下
の
市
町
村
の
平
均
」お
よ
び「
全
国
の
市
区
町
村
の
平
均
」の
平
成
20
年
度
決
算
に
係
る
数
値
は
、

　

 

県
お
よ
び
国
が
発
表
し
た
暫
定
値
の
速
報
に
基
づ
く
た
め
、
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

市の健全化判断・
資金不足比率

早期健全化
段階
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設
立
50
周
年　

松
永
記
念
館
と
耳
庵
・
松
永
安
左
ヱ
門
⑧

郷
土
文
化
館
で
は
、松
永
耳
庵
が
松
永
記
念
館
を
設
立
し
て
50
周
年
を
迎
え
る
の
を
記
念
し
、

23
日
（
月
・
祝
）
ま
で
松
永
記
念
館
で
特
別
展
を
開
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
耳
庵
の
人
物

像
や
松
永
記
念
館
に
つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。　

 

Y
郷
土
文
化
館　

☎
23
１
３
７
７

　

老
い
て
も

な
お
活
躍
す

る
耳
庵
は
、

多
忙
な
日
々

を
送
る
中
で

も
茶
事
を
忘

れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

む
し
ろ
日
々

の
慌あ

わ

た
だ
し

い
生
活
の
中

に
あ
っ
て
も
、

自
然
な
形
で

お
茶
が
飲
ま
れ
て
い
る
姿
を
、求
め
て
い
ま
し
た
。

　

耳
庵
が
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
や
か
ん

で
湯
を
沸
か
し
、
茶
を
た
て
て
い
る
写
真
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。

茶
の
湯
と
は　

た
だ
湯
を
わ
か
し　

茶
を
た
て

て　

の
む
ば
か
り
な
る　

本
を
知
る
べ
し

　

と
い
う
千
利
休
の
和
歌
を
引
用
し
な
が
ら
、

茶
道
は
本
来
極
め
て
平
凡
で
、
自
由
で
、
常
識

的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
形
式
よ
り
も
重
要

な
の
は
「
の
む
ば
か
り
な
る
本
」
つ
ま
り
「
お

茶
の
心
（
精
神
）」
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。

そ
の
ま
ま
、
い
つ
で
も
、
そ
の
ま
ま
、
と
い

う
の
が
、
本
当
の
お
茶
の
精
神
な
ん
で
あ
る
。

　

耳
庵
は
「
お
茶
の
心
」
を
日
常
生
活
に
生

か
す
こ
と
が
、
よ
り
よ
く
生
活
す
る
こ
と

に
通
じ
る
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、

数す

寄き

茶
人
と
し
て
自
由
奔
放
の
茶
に
力
が

入
り
過
ぎ
た
ら
、そ
れ
も
ま
た「
お
茶
の
心
」

を
失
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
と
、「
お
茶
の

心
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ

て
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
晩
年
の
茶
の
湯
は
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
虚
飾
を
廃
し
、

よ
り
自
然
な
ス
タ
イ
ル
に
昇
華
さ
れ
て
い

き
ま
し
た
。

　

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
6
月
16
日
、
耳

庵
は
数
え
年
97
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

自
ら
の
追
い
求
め
た
「
お
茶
の
心
」
の
境
地

を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
遺
言
で
戒
名

も
葬
儀
も
、自
宅
、墓
へ
の
献
花
も
「
不
要
」

と
固
く
言
い
残
し
ま
し
た
。
耳
庵
は
、愛
妻
・

一
子
夫
人
と
と
も
に
埼
玉
県
新
座
市
の
平

林
寺
に
静
か
に
眠
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の

心
は
今
も
老ろ

う

欅き
ょ

荘
や
松
永
記
念
館
に
息
づ

い
て
い
ま
す
。

※
耳
庵
ゆ
か
り
の
品
や
情
報
を
お
持
ち
の
か
た

は
、ぜ
ひ
郷
土
文
化
館
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

自
然
豊
か
な
小
田
原
城
址
公
園
に
あ
り
、

市
立
図
書
館
と
し
て
使
用
し
て
い
る
星
﨑
記

念
館
が
、
今
月
7
日
に
開
館
50
周
年
を
迎
え

ま
す
。

　
「
星
﨑
記
念
館
」
と
い
う
名
称
の
由
来
を
ご

存
じ
で
す
か
？ 

　

星
﨑
定
五
郎
さ
ん
が
、「
子
ど
も
た
ち
が
だ
れ

で
も
、
自
由
に
勉
強
し
た
り
、
楽
し
ん
だ
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
施
設
」を
建
設
す
る
た
め
に
5

万
ド
ル（
当
時
で
約
１
８
０
０
万
円
）を
寄
付
し

て
く
だ
さ
り
、
昭
和
34
年
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

星
﨑
さ
ん
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
苦
労
を
重
ね
、
満

20
歳
の
と
き
に
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
大
き
な
成
功

を
収
め
、「
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で

も
っ
と
も
成
功
し
た
日
本
人
の
一
人
」と
た
た
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

●
市
立
図
書
館
こ
ど
も
ク
ラ
ブ「
星
の
子
ク
ラ
ブ
」

　

図
書
館
と
、
さ
ら
に
仲
良
く
な
っ
て
い
た

だ
こ
う
と
、
今
年
4
月
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

対
象
は
小
学
1
年
生
か
ら
中
学
3
年
生
で
、

読
書
ノ
ー
ト
や
活
動
カ
ー
ド
で
本
や
図
書
館

と
か
か
わ
っ
た
記
録
を
残
し
た
り
、
毎
月
1

回
行
わ
れ
る
行
事
へ
参
加
し
た
り
し
ま
す（
登

録
は
随
時
受
付
中
）。

●
セ
ピ
ア
色
の
写
真
展
（
11
月
13
日
F
〜
12
月

27
日
A　

場
所
…
か
も
め
・
市
立
図
書
館
）

　

懐
か
し
い
古
き
よ
き
小
田
原
。
今
年
は「
写

真
で
見
る
星
﨑
記
念
館
50
年
の
歩
み
」を
テ
ー

マ
と
し
て
、
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
写
真
を
集

め
ま
し
た
。
星
﨑
記
念
館
の
建
設
風
景
や
星

﨑
さ
ん
の
胸
像
の
製
作
風
景
な
ど
多
彩
な
写

真
を
順
に
展
示
し
ま
す
。

●
総
合
歴
史
講
座
（
11
月
21
日
G
・
22
日
A



場
所
…
か
も
め
図
書
館
）

　

今
年
は
、
星
﨑
記
念
館
が
開
館
し
て
か
ら

の
50
年
を
振
り
返
り
、
星
﨑
さ
ん
に
ち
な
ん

だ
ア
メ
リ
カ
移
民
を
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。

星
﨑
記
念
館
の
歩
み
と
、
数
十
年
前
に
海
外

に
渡
っ
た
先
人
た
ち
の
足
跡
を
、
一
緒
に
た

ど
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
記
念
誌
の
刊
行

　

市
立
図
書
館
に
思
い
出
の
あ
る
皆
さ
ん
か

ら
多
く
の
原
稿
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ

ら
が
詰
ま
っ
た
一
冊
を
刊
行
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
広
報
お
だ
わ
ら
な
ど
で
随
時

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
文
学
館
特
別
展
の
開
催（
〜
11
月
16
日
B　

場
所
…
小
田
原
文
学
館
）

　

テ
ー
マ
は
、
小
田
原
出
身
の
俳
人
「
藤
田

湘し
ょ
う

子し

の
追
憶
」で
、
ご
遺
族
な
ど
か
ら
寄
贈

い
た
だ
い
た
直
筆
の
短
冊
や
色
紙
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。
落
ち
葉
に
秋
の
深
ま
り
を
感
じ

始
め
る
こ
の
季
節
、
文
学
館
の
散
策
に
出
掛

け
て
み
ま
せ
ん
か
。

やかんの湯で茶をたてる耳庵

星﨑記念館が
開館50周年を迎えます 

 Y市立図書館　☎24-1055
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おだわらの文化財

文化ボランティア団体を中心とした市民の皆さんが、自ら企画した公演を行います。

　内容：第１部　相模人形芝居「怪童丸物語 足柄山の段」 （出演：下中座）
　　　　　　　　人形解説・体験コーナーあり
　　　　第２部　落語（出演：柳家三

さん

三
ざ

）　
　　　　　　　　子ども向けのお話
　　　　　　　　（手ぬぐいまたはハンカチ・扇子をお持ちください）

　費用：大人(高校生以上)  1,000円 ／子ども(中学生以下)  500円
　チケット販売：市民会館（☎22-7146）ほか　　
　※託児（費用500円）を希望のかたは11月20日fまでに市民会館までお申し込みください。

　

教
育
委
員
会
で
は
、
小
田
原
の
歴
史
遺
産
を
守
り
活
用
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
の
経
過
や
成
果
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
理
解

し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
馬う

ま

屋や

曲く
る

輪わ

見
学
会
や
遺
跡
発
表
会
な
ど
を
開
き
ま
す（
全
て
参
加
無
料
）。
文
化
の
秋
本
番
、
私
た

ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
に
眠
る
歴
史
に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
「
史
跡
小
田
原
城
跡
本
丸
・
二
の
丸
整
備
基
本
構
想
」
に
基
づ
き
、

小
田
原
城
の
整
備
を
継
続
的
に
進
め
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
正
規
登

城
ル
ー
ト
で
あ
る
大
手
筋
の
整
備
中
で
、

今
年
３
月
に
完
成
し
た
馬
出
門
に
引

き
続
き
、
そ
の
西
側
に
あ
る
馬
屋
曲

輪
全
体
の
修
景
整
備
工
事
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
９
月
に

南
東
側
に
あ
る
二
重
櫓や

ぐ
ら

周
辺
の
発
掘

調
査
を
行
い
、
見
学
会
を
開
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
調
査
の
成
果
を
基
に
、
櫓
台

の
石
垣
を
本
来
の
高
さ
ま
で
修
復
す

る
た
め
の
石
積
み
工
事
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

今
回
は
、
伝
統
的
な
工
法
で
行
わ

れ
る
石
積
み
工
事
の
よ
う
す
を
ご
覧
い
た
だ
く
た
め
に
、
修
復
工
事

の
見
学
会
を
開
き
ま
す
。

 

Y
文
化
財
課　

☎
33
１
７
１
５

◆
馬
屋
曲
輪
修
景
整
備
工
事

　

現
場
見
学
会

【
日
時
】
11
月
28
日
G

　
　
　

 

午
前
10
時
30
分
〜

【
場
所
】
馬
屋
曲
輪
修
景
整
備
工
事
現

　

 　
　

場

　
　
　

※
馬
出
門（
旧
小
田
原
警
察
署     

　
　

    

前
）に
集
合

◆
最
新
出
土
品
展
２
０
０
９

【
期
間
】
11
月
27
日
F
〜
12
月
６
日
A 　

 

　
　
　

  

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

【
場
所
】
か
も
め
図
書
館
集
会
室

　

最
新
出
土
品
展
で
は
、
平
成
20
年
度
に
市
内

で
行
わ
れ
た
計
79
件
の
発
掘
調
査
の
中
か
ら
特

に
注
目
さ
れ
る
出
土
品
を
写
真
パ
ネ
ル
と
併
せ

て
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
本
物
の
土
器
や
石
器

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
コ
ー
ナ
ー
も
設
置
し

ま
す
。

◆
市
遺
跡
調
査
発
表
会

【
日
時
】
12
月
６
日
A　

　
　
　

 

午
前
10
時
〜
午
後
４
時
30
分 

　
　
　
　
（
開
場　

午
前
９
時
30
分
）

【
場
所
】
か
も
め
図
書
館
視
聴
覚
ホ
ー
ル

　

最
新
出
土
品
展
２
０
０
９
で
展
示
し
た
遺
跡

の
中
か
ら
、
主
要
な
７
遺
跡
に
つ
い
て
、
調
査

概
要
報
告
を
し
ま
す
。
各
遺
跡
の
調
査
担
当
者

が
ス
ラ
イ
ド
や
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
分
か
り
や

す
く
説
明
し
、
市
の
発
掘
調
査
30
年
の
歩
み
を

振
り
返
る
講
演
も
あ
り
ま
す
。

11
月
7
日
G
・
8
日
A
の
「
御
殿
場
線
沿
線
の
寺
院
文
化
財
を
た
ず
ね
て
」、

15
日
A
の
「
文
化
財
建
造
物　

秋
の
観
覧
会
」
の
詳
細
は
、
広
報
お
だ
わ

ら
10
月
15
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

発
掘
調
査
で
得
ら
れ
た
成
果
を
い
ち
早
く
、
そ
し
て
分
か
り
や
す
く
市
民
の
皆

さ
ん
に
お
伝
え
す
る
た
め
に
、
毎
年
恒
例
の
最
新
出
土
品
展
と
遺
跡
調
査
発
表

会
を
開
き
ま
す
。

「おだわら たまてばこ」
第74回市民劇場

～子どもたちに贈る伝統芸能～ 

日時：
12月6日（日）
 開演 午後1時30分
 （開場 午後1時）
場所：
市民会館大ホール

 Y文化交流課　☎33-1706
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秋季火災予防運動〈11月9日（火）～15日（日）〉
Y予防課　49-4424  

 

　●11月  6日（金）～ ８日（日）　小田原ラスカ
　●11月13日（金）～15日（日）　ダイナシティウエスト

期日・場所
消防車お絵描き展示会

「いのちを
大切にする
小田原へ」

「
心
」
を
大
切
に
し
た
看
護
を
実
践
！

　

今
年
４
月
に
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
の
指
定
を

受
け
、
県
西
地
域
に
お
け
る
基
幹
病
院
と
し
て

そ
の
機
能
を
担
う
市
立
病
院
。
今
回
は
そ
の
看

護
に
お
け
る
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

魅
力
あ
る
職
場
環
境
づ
く
り

　

市
立
病
院
で
は
、
患
者
さ
ん
に
質
の
高
い
看
護

を
提
供
で
き
る
よ
う
、
看
護
師
が
働
き
や
す
い
職

場
を
つ
く
る
と
と
も
に
、
看
護
師
の
育
成
に
も
力

を
入
れ
て
い
ま
す
。
三
交
代
勤
務
は
負
担
が
大
き

い
た
め
、
よ
り
勤
務
が
し
や
す
い
二
交
代
勤
務
へ

の
移
行
を
進
め
、
ま
た
、
ク
ラ
ー
ク（
事
務
員
）な

ど
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
看
護
師
本
来
の
業
務

に
集
中
で
き
る
よ
う
、
働
き
や
す
い
職
場
づ
く
り

に
努
め
て
い
ま
す
。
余

裕
を
持
っ
て
看
護
に
専

念
す
る
こ
と
が
、
質
の
高

い
看
護
の
提
供
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　

看
護
師
の
育
成
に
つ

い
て
は
、
勉
強
会
の
開
催

や
認
定
看
護
師
資
格
取

得
に
向
け
た
支
援
、
さ
ら

に
目
標
を
設
定
し
、
そ
の

達
成
に
向
け
て
活
動
す

る
た
め
の
目
標
管
理
な

ど
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

専
門
性
の
維
持
・
向
上
へ
の
取
り
組
み

　

日
々
移
り
変
わ
る
医
療
・
看
護
の
現
場
に
お

い
て
患
者
さ
ん
に
対
し
、
常
に
質
の
高
い
看
護

を
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、専
門
性
を
維
持
・

向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
現
場

で
は
今
、
特
定
の
看
護
分
野
に
精
通
し
、
優
れ

た
看
護
技
術
を
持
つ
「
専
門
看
護
師
」や
「
認
定

看
護
師
」
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
立
病
院
で
は
現
在
、
１
人
の
専
門
看
護
師

と
６
人
の
認
定
看
護
師
が
い
ま
す
。
今
回
、
全

国
的
に
も
26
人
だ
け
が
資
格
を
持
つ
急
性
重
症

患
者
看
護
専
門
看

護
師
の
多
田
昌
代

主
任
看
護
師
（
写

真
下
）に
話
を
聞

き
ま
し
た
。

　
「
私
た
ち
は
患
者

さ
ん
の
ア
ド
ボ
ケ

イ
タ
ー（
代
弁
者
）

で
す
。
よ
り
患
者

さ
ん
に
近
い
立
場
で
、
そ
の
気
持
ち
を
酌く

み
取
り
、

医
師
に
伝
え
、
医
師
の
考
え
を
正
確
に
分
か
り

や
す
く
患
者
さ
ん
に
伝
え
る
と
い
う
姿
勢
が
、

患
者
さ
ん
と
医
師
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市

立
病
院
は
、
専
門
性
を
備
え
た
職
員
が
活
躍
で

き
る
病
院
で
あ
り
、
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
自

分
た
ち
の
看
護
技
術
や
専
門
性
を
高
め
て
い
き

た
い
と
い
う
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
職
場

の
理
解
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分

の
知
識
を
生
か
し
て
他
の
看
護
師
の
サ
ポ
ー
ト

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

地
域
に
お
け
る

看
護
連
携
の
強
化

　

今
年
４
月
か
ら
、
病
院
や
介
護
施
設
な
ど
で

勤
務
す
る
看
護
師
ほ
か
が
一
堂
に
集
ま
り
、
地

域
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、

地
域
に
お
け
る
医
療
・
看
護
の
問
題
点
や
解
決

策
を
話
し
合
う
「
小
田
原
地
域
看
護
連
絡
会
」

が
発
足
し
ま
し
た
。

　

８
月
に
市
立
病

院
を
中
心
に
開
か

れ
た
第
二
回
連
絡

会
に
は
21
施
設
58

名
の
関
係
者
が
集

ま
り
、
組
織
を
超

え
て
情
報
交
換
を

行
い
、
地
域
医
療
・

看
護
の
た
め
に
そ

れ
ぞ
れ
が
で
き
る

こ
と
を
話
し
合
い

ま
し
た
。

　

今
後
、
会
を
通

し
て
看
護
の
連
携

を
深
め
、
地
域
の

皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
や
看
護
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

看護師就労支援セミナー　
一緒に学んでみませんか！
日時　12月2日D～4日F　午前9時～午後3時
場所　市立病院会議室
対象　60歳以下で看護師か助産師の免許を持ち、現

在看護の仕事に従事していないかた、または
看護の仕事に従事していてステップアップ
のため参加を希望されるかた・20人

申込　住所・氏名・年齢・性別・電話番号・
免許の種類・看護の経験年数と離職年数・学
びたいことを記載し、郵送またはファクスで。
〒250-8558　久野46番地　市立病院看護部
634-3179

11月　身の回りの環境に配慮しましょう　Y環境保護課　☎３３-１４８６
■不法投棄撲滅強化月間　
　「不法投棄をしない！　させない！　ゆるさない！」
■８日（日）は全市一斉美化清掃の日　家の周りをきれいに

質
の
高
い
看
護
を

提
供
す
る
た
め
に 

〜
市
立
病
院
の
取
り
組
み
〜

 

Y
経
営
管
理
課　

☎
34
３
１
７
５
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千代小学校（児童数：６３４人）

わたしの「けやき」への思い

校庭の真ん中にある大きなけやき
の木は千代小のシンボルで、もう

１００年以上生きています。とても丈夫な
根っこで支えられ、春夏秋冬で葉の色や
形を変え、いろいろな表情を見せてくれ
ます。今年６年生の私がけやきの木と一
緒にいられるのもあと数か月です。私は、
けやきが大好きです。千代っ子たちは、
けやきの木があるからいつも元気に、笑
顔いっぱいで学校生活を送ることができ
ると思います。卒業までの時間を大切にしながら、けやきととも
に生活していきたいです。そして、これからも千代小のみんなを
見守ってくれる素晴らしい木であってほしいと思います。

伝統の「けやき音頭」

運動会に毎年踊るけやき音頭は千代
小オリジナルのもので、けやきを囲

み、音楽に合わせて全校児童と地域の
かたがたとで踊る伝統的なものです。６
年生は、いつもみんなを見守ってくれるけ
やきに感謝の気持ちを込めて音楽を演奏
し、みんなを支えます。6年生は卒業前
にけやき音頭を５年生に引き継ぎますが、
けやき音頭の伝統や６年生としての心構
えをしっかりと伝えたいと思います。千代
小のみんなにとって、とても大切なけやき音頭をこれからも受け
継いでいってほしいと願っています。

け
や
き
を
囲
ん
で

「
こ
こ
だ　

集
ま
れ　

け
や
き
を
囲
め　

ド
ド
ン
ド　

ド
ン
ド
ン　

み
ん
な
の
け
や
き　

み
ん
な
の
け
や
き　

昔
む
か
し
の
富
士
山
と　

昔
む
か
し
の
曽
我
山
と　

何
で
も
知
っ
て
る　

け
や
き
の
木

こ
こ
だ　

集
ま
れ　

け
や
き
を
囲
め　

ド
ド
ン
ド　

ド
ン
ド
ン　

み
ん
な
の
け
や
き　

み
ん
な
の
け
や
き　

昔
む
か
し
の
千
代
の
里　

昔
む
か
し
の
風
の
声

何
で
も
知
っ
て
る　

け
や
き
の
木
」　

　

６
年
生
の
児
童
が
、
け
や
き
の
木
に
向
か
っ

て
歌
う
声
が
響
い
て
き
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
平

成
5
年
6
月
に
千
代
小
の
児
童
会
で
作
詞
し
た

曲
で
す
。
そ
れ
以
来
、
16
年
間
も
歌
い
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。

　
「
今
日
の
昼
休
み
、
け
や
き
の
下
で
待
っ
て

る
ね
」

　

子
ど
も
た
ち
は
、
け
や
き
の
周
り
を
走
り

回
り
、
け
や
き
の
下
で
汗
を
ぬ
ぐ
い
ま
す
。

そ
し
て
、
夕
日
の
差
し
込
む
け
や
き
の
下
で

友
だ
ち
と
の
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
み
ま
す
。

け
や
き
の
木
は
、
千
代
小
の
子
ど
も
た
ち
の

成
長
を
見
守
り
続
け
て
き
た
の
で
す
。

　

毎
年
２
月
に
な
る
と
、
６
年
生
は
卒
業
の

時
期
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
け
や
き
音
頭
を

５
年
生
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。
５
年
生
は
、
６

年
生
に
手
取
り
足
取
り
教
え
て
も
ら
い
、
や

が
て
、
６
年
生
へ
と
進
級
し
ま
す
。
６
年
生

に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
運
動
会
の
主
役

と
し
て
け
や
き
音
頭
の
演
奏
を
行
う
と
と
も

に
、
新
し
く
入
っ
て
き
た
１
年
生
に
け
や
き

音
頭
の
踊
り
方
を
教
え
ま
す
。
そ
う
し
て
、

毎
年
、
千
代
小
の
け
や
き
音
頭
は
引
き
継
が

れ
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
の
運
動
会
も
子
ど
も
た
ち
と
教
師
、

保
護
者
の
皆
さ
ん
や
地
域
の
か
た
が
た
と
一

緒
に
け
や
き
音
頭
を
踊
り
ま
し
た
。
千
代
小

の
伝
統
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

大
おお

友
とも

 美
み

沙
さ

季
き

さん
（6年生）

青
あお

木
き

 芽
め

衣
い

さん
（6年生）

市民と市長のまちかどトーク     ～市民の皆さんと市長が語り合う懇談会を開きます～

11/29（日）
小田原ラスカ６階Ｕ

ユ

－m
メ

eテラス（小田原駅ビル）

※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。

テーマ：
「将来の小田原のまちづくりのルールについて話し合おう！」　
～自治基本条例づくりの取り組みについて～
　現在市では、目指すまちづくりの理念や、「市民主体のまちづくり」の基本
的なルールを定める「自治基本条例」づくりを、市民の皆さんとともに進めて
います。自治基本条例は、自分たちのまちは自分たちでつくることを基本に、
市民、行政などがそれぞれの役割を話し合い、確認しながら定めていきます。
将来の小田原を考え、地域活動をはじめとしたさまざまな活動の大切さを再
認識し、「持続可能な市民自治のまち おだわら」の実現に向けて、小田原なら
ではの条例をつくるためにも、皆さんのご意見をお聞かせください。  

午後2時～3時30分

さ
ん
に
近
い
立
場
で
、
そ
の
気
持
ち
を
酌く

み
取
り
、

医
師
に
伝
え
、
医
師
の
考
え
を
正
確
に
分
か
り

や
す
く
患
者
さ
ん
に
伝
え
る
と
い
う
姿
勢
が
、

患
者
さ
ん
と
医
師
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
こ

と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市

立
病
院
は
、
専
門
性
を
備
え
た
職
員
が
活
躍
で

き
る
病
院
で
あ
り
、
職
員
が
一
丸
と
な
っ
て
自

分
た
ち
の
看
護
技
術
や
専
門
性
を
高
め
て
い
き

た
い
と
い
う
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
職
場

の
理
解
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分

の
知
識
を
生
か
し
て
他
の
看
護
師
の
サ
ポ
ー
ト

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

地
域
に
お
け
る

看
護
連
携
の
強
化

　

今
年
４
月
か
ら
、
病
院
や
介
護
施
設
な
ど
で

勤
務
す
る
看
護
師
ほ
か
が
一
堂
に
集
ま
り
、
地

域
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
、

地
域
に
お
け
る
医
療
・
看
護
の
問
題
点
や
解
決

策
を
話
し
合
う
「
小
田
原
地
域
看
護
連
絡
会
」

が
発
足
し
ま
し
た
。

　

８
月
に
市
立
病

院
を
中
心
に
開
か

れ
た
第
二
回
連
絡

会
に
は
21
施
設
58

名
の
関
係
者
が
集

ま
り
、
組
織
を
超

え
て
情
報
交
換
を

行
い
、
地
域
医
療
・

看
護
の
た
め
に
そ

れ
ぞ
れ
が
で
き
る

こ
と
を
話
し
合
い

ま
し
た
。

　

今
後
、
会
を
通

し
て
看
護
の
連
携

を
深
め
、
地
域
の

皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医
療
や
看
護
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

Y広報広聴室　　☎３３-１２６３

このコーナーでは、小・中学校でのユニークな取り組み
を紹介します。子どもたちの生き生きとした表情を見る
と、小田原の未来も安心！という気持ちになりますね。

Y教育総務課　☎３３-１６７１

最終回



飼育員に甘えるウメ子

大好きな桜の季節。うれしくて花
びらを吹き上げて遊ぶウメ子

春の遠足で訪れた園児たち

メッセージ
〈私とウメ子さん〉

私の初めてのキス
の目撃者はウメ子
さんでした。

学校をさぼっ
て、

よくグチを聞
いて

もらっていま
した。

ありがとうウメ子さん特別展
　ウメ子にゆかりのある品や写真など
を展示しています。会場では記帳も受
け付けています（入場無料）。

期間：11月23日（祝・月）まで　
　　　午前9時～午後5時
場所：郷土文化館展示室

開催中

大きなウメ子さん
を眺めていると、
時間の経つのを忘
れてしまいました。

今年の夏、プレゼントされたバナナをうれしそうに
食べていました

飼育員に甘えるウメ子

春の遠足で訪れた園児たち

22
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　平成21年9月17日に日本一の長寿ゾウ・ウメ子が亡くなって
以来、多くのかたにお別れにお越しいただき、心からお礼申し
上げます。
　ウメ子はタイで生まれ、今から59年前の昭和25年、3歳のと
きに船で日本に来ました。

　最初は、東京の上野動
物園にいましたが、小田
原で開かれる「こども文
化博覧会」のために、国
道１号をトラックに乗っ
てやってきました。
　「入園パレードでは、
沿道で本当にたくさんの
人たちがウメ子を迎えた
んだよ」。当時小学生だっ

た女性からお話を聞きました。
　「私が吹いたシャボン玉が、風に流されてウメ子ちゃんの方
に飛んでいくと長い鼻を大きく振って喜んだんだよ」。女の子
が教えてくれました。
　「水をかけられてしまったけど、かえって、ウメ子さんの記
憶が強く残った」とお話ししてくださったかたもいました。
　「私が成人式の日（昭和56年）にウメ子が運動場の周りの堀に
落ちてしまったのを見たときは、本当に驚いたけど、けがをし
なくてよかった」と写真を届けてくれたかたもいました。
　ウメ子はこれまで、大きな病気をすることもなく、毎日、食
事も残さず全部食べ、大きく育ちました。そして、井の頭自然
文化園にいる「はな子」とともに、日本一の長寿にもなりました。
　平成17年には、初め
て大きなケーキをプレ
ゼントしてもらい大喜
びでした。また、平成
19年には60歳の誕生
日をたくさんの人たち
にお祝いしてもらいま
した。
　桜の花びらが舞う春、
運動場で鼻から花びらを吹き上げる姿は、とても印象的でした。
　ウメ子は、「子どもたちに夢と希望を」という使命を持って、
小田原にやってきました。そして、その期待に応えるかのよう
に、多くの子どもたちの夢と希望をかなえ、遠い世界へと旅立
ちました。
　残念ながら、今のゾウ舎にはウメ子はいません。これからは、
皆さんの心の中のウメ子を大きく育ててください。
　長い間ウメ子を愛していただき、本当にありがとうございま
した。

平成21年11月1日　　ウメ子の飼育員 一同 昭和56
（1981）年
ごろ

来園直後、まだ小さかっ
たウメ子

トラックに乗ってやってきたウメ子

来園55周年のお祝いのケーキをペロリ

上野動物園で、はな子（右）と一緒に

ありがとう、ウメ子　
そして、心の中にいつまでも・・・

年賀はがきのPRも
しました

運動場の周りの堀に落ちてしまったウメ子

Y観光課　☎2３-１373

昭和25
（1950）年
ごろ

ウメ子のお別れ会

　10月17日（土）、城址公園本丸広場でウ
メ子のお別れ会が行われました。
　当日は、市民功労賞特別賞が贈呈され、
約8,000人のかたがウメ子をしのんで献
花に訪れました。場内には、涙とありが
とうの言葉があふれていました。
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＜散策ポイント＞尊徳生家、尊徳記念館、善栄寺（二宮家一族の墓所）、油菜栽培地跡、松苗
植栽地跡、捨苗栽培地跡、報徳堀など小田急線栢山駅または富水駅からお気軽に散策できるエ
リアです。

連載 ⑦

Y観光課　☎３３-１52１

二宮尊徳（金次郎）は、江戸時代の農村改革の指導者です。「積小為大」の思想を基に、
逆境を努力で切り拓き、惜しみなく働き、多くの農村の救済に尽力しました。栢山は、尊徳
の生誕の地。尊徳の思想や生き方のもとをつくった自然や体験の場を訪ねながら、水の豊
かな川べりをゆっくり歩いてみませんか。

「栢山・尊徳記念館周辺」

●尊徳生家
　（県指定重要文化財）
寛保２（１７４１）年ころに建てら
れた、江戸時代中期の典型的な
中流農家の建物です。尊徳記念
館に隣接する尊徳生誕の地に、
昭和３５年に移設されました。

●尊徳記念館
尊徳にまつわる遺品・資料などを
展示し、尊徳の偉業を分かりや
すく説明しています。
開館【展示室】 午前９時～午後5
時（入館午後4時30分まで）　
休館　年末年始／入場料一般２
００円、小・中学生１００円

●善栄寺
曹洞宗の寺で、栢山の二宮家一
族の墓があります。尊徳は栃木
県日光市の星顕山如来寺に葬ら
れましたが、遺歯と遺髪が善栄
寺に埋葬されています。

●油菜栽培地跡
夜学のために行灯（あんどん）の
油を無駄に使うなと伯父の万兵
衛にしかられた金次郎は、一握
りの菜種をまき、翌年には７升
の菜種を収穫してこれを１升５合
の油に変え、勉学に励んだとい
われています。

①ざる菊観賞、久野丘陵の散策と古墳群を訪ねる
日時　１1月6日F 集合 午前１0時（小田急線足柄駅前）

②石橋山古戦場の山路を歩く
日時　１2月10日E 集合 午前１0時（ＪＲ根府川駅前）

ウォーキングタウンおだわら散策マップ
観光課、小田原駅観光案内所のほか、小田原アリーナ、
各支所・連絡所などの公共施設で配布しています。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/kanko/
Leisure/walkingcourse.html

一緒に歩きませんか
●松苗植栽地跡
病気の父に代わり酒匂川の堤防
普請に出た１２歳の金次郎は、子
どもで一人前の働きができない
として、夜なべでわらじをつくり
村人に配って力の不足を補いまし
た。また、子守りで稼いだ200
文で２００本の売れ残りの松苗を
買い、堤防に植えたといいます。

●捨苗栽培地跡
金次郎が１７歳のとき、捨てられ
た苗を集めて酒匂川の氾濫で荒
れた土地を耕し、１俵のもみを収
穫しました。それらを基に、翌年
には５俵の米を得ることができま
した。小を積んで大を為す「積小
為大」を体得したとされる話です。

●二宮尊徳像
尊徳生家横には等身大の二宮尊
徳像があります。

Y小田原ガイド協会　☎22-8800

ま
ち
づ
く
り
情
報
誌

広
報
お
だ
わ
ら
は
、
資
源
保
護
の
た
め
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

表紙の言葉

子どもたちと二宮尊徳

「報徳小・稲刈り体験」

おだわらっ子たちは、郷土の文化や自然環境などに触れ、その
大切さを知ります。その取り組みの一つが農作業で今年6月の
田植えと、10月の稲刈りを体験しました。尊徳の教えは、未来
の「新しい小田原」へ着実に受け継がれています。
（写真は、５年１組の若

わか

沢
さわ

 晃
こう

汰
た

さんです）

●報徳堀
天保１１（１８４０）年、尊徳の指
導により、水田の地下の冷水を
取り除くために堀られた排水溝
です。これにより水田が改良さ
れて米の収穫が倍増したため、
村人は感謝を込めて「報徳堀」
と呼びました。
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