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②歴史と伝統を守り育て、次世代へ伝えていくために
④受け継がれる職人の技「和菓子」／⑤食のおだわら〜「食」による地域力アップ！！〜／⑥新総合計画の基本構想ができました
／⑦自治基本条例策定中／⑧異文化を知る〜国際交流との出会い〜／⑩おだわら情報／⑫「史跡と緑の共生」を目指して／⑬

〈連載〉市民力／「寶金剛寺庫裏」が国の登録有形文化財となります／⑭ウォーキングタウン小田原　ドラマの主人公たちの足
跡を訪ねて／⑯〈連載〉あの日 あのとき 小田原 （○数字はページ番号です）
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◆「
歴
史
的
風
致
維
持
向
上
計
画
」
と
は
？

　

平
成
20
年
11
月
に
施
行
さ
れ
た
「
地
域
に
お
け
る
歴
史
的

風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
歴
史
ま
ち
づ

く
り
法
）」
に
基
づ
き
市
町
村
が
策
定
す
る
計
画
で
す
。
現
在
、

金
沢
市
や
高
山
市
な
ど
全
国
19
都
市
の
計
画
が
国
に
認
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

計
画
で
は
、
地
域
で
受

け
継
が
れ
て
き
た
固
有
の

伝
統
や
歴
史
を
反
映
し
た

人
々
の
活
動
、
そ
の
活
動

が
行
わ
れ
る
歴
史
的
価
値

の
高
い
建
造
物
や
、
周
辺

の
市
街
地
が
一
体
と
な
っ

て
作
り
出
す
良
好
な
環
境

の
こ
と
を「
歴
史
的
風
致
」

と
し
て
設
定
し
ま
す
。

　

計
画
が
国
か
ら
認
定
さ

れ
る
と
、
計
画
に
位
置
づ

け
た
歴
史
的
風
致
を
維
持

向
上
す
る
た
め
の
支
援
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

◆
な
ぜ
小
田
原
に
必
要
な
の
？

　

城
下
町
や
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
小
田
原
に
は
、
小
田
原
城

跡
や
由
緒
あ
る
寺
社
、
近
現
代
の
政
財
界
の
要
人
た
ち
の
別
邸

な
ど
数
多
く
の
歴
史
的
建
造
物
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
神み

輿こ
し

渡と

御ぎ
ょ

な
ど
の
祭
礼
行
事
や
か
ま
ぼ
こ
製
造
な
ど
、
伝
統
的
な

活
動
や
な
り
わ
い
も
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
城
下
町
・
宿
場
町
の
風
情
あ
る
ま
ち
な
み
や
祭
礼

行
事
、
伝
統
芸
能
な
ど
の
活
動
は
、
老
朽
化
や
担
い
手
不
足
な

ど
の
理
由
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歴
史
的
資
源

を
守
り
、
育
て
、
そ
し
て
次
世
代
へ
伝
え
て
い
く
た
め
歴
史
ま

ち
づ
く
り
法
を
活
用
し
、
本
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

市では、平成２１年６月に立ち
上げた庁内検討組織や、昨年７
月に設置した「小田原市歴史ま
ちづくり協議会」において、「歴
史的風致維持向上計画」につ
いて検討してきました。
今後は、平成２３年度から計画
がスタートできるよう、計画の認
定に向けた国の関係機関との調
整などを進めていきます。
Yまちづくり景観課　☎３３-１３０７

歴史と伝統を守り育て、

次世代へ
伝えていくために
歴史的風致維持向上計画の策定に向けた
取り組みが進んでいます

▲清閑亭

▲（通称）かまぼこ通り

▲小田原囃
ばや

子
し

協議会のようす
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❹
城
下
の
伝
統
工
芸
に
み
る

　

歴
史
的
風
致

小
田
原
漆
器
を
は
じ
め
と
す

る
伝
統
工
芸
品
の
製
造
・
販

売
と
、
旧
城
下
町
周
辺
に
お

い
て
今
も
産
業
が
受
け
継
が

れ
る
店
舗
な
ど
が
織
り
成
す

環
境

❺
梅
の
栽
培
に
み
る

　

歴
史
的
風
致

梅
の
栽
培
や
梅
干
し
製
造
と

い
っ
た
農
家
の
営
み
と
、
梅

の
花
や
曽
我
地
域
に
代
表
さ

れ
る
梅
林
の
景
観
が
織
り
成

す
環
境

❻
柑
橘
栽
培
に
み
る

　

歴
史
的
風
致

温
暖
な
気
候
や
小
田
原
固
有

の
土
壌
、
地
形
な
ど
を
生
か

し
て
行
わ
れ
る
柑
橘
栽
培
と
、

み
か
ん
の
花
や
栽
培
園
地
に

多
く
見
ら
れ
る
石
積
み
で
形

成
さ
れ
た
段
々
畑
の
景
観
が

織
り
成
す
環
境

❶
小
田
原
城
下
の

　

旧
三
大
明
神
例
大
祭
に
み
る

　

歴
史
的
風
致

古
く
は
三
大
明
神
と
呼
ば
れ
た

松
原
神
社
な
ど
の
神み

輿こ
し

渡と

御ぎ
ょ

や

小
田
原
囃ば

や

子し

の
笛
の
音
な
ど
と
、

旧
城
下
町
の
風
情
が
織
り
成
す

環
境

❷
宿
場
町
・
小
田
原
の

　

水
産
加
工
業
に
み
る

　

歴
史
的
風
致

小
田
原
を
代
表
す
る
か
ま
ぼ
こ

な
ど
の
練
り
物
製
造
を
は
じ
め

と
す
る
水
産
加
工
業
と
、
出だ

し

桁げ
た

造
り
の
店
舗
、
東
海
道
の
宿
場

町
の
風
情
が
織
り
成
す
環
境

❸
板
橋
地
区
周
辺
に
み
る

　

歴
史
的
風
致

板
橋
地
蔵
尊
大
祭
や
秋
葉
山
火ひ

防ぶ
せ

祭
な
ど
の
歴
史
あ
る
行
事
と
、

板
橋
地
区
周
辺
に
建
つ
由
緒
あ

る
寺
社
や
近
代
以
降
に
建
て
ら

れ
た
政
財
界
の
要
人
た
ち
の
別

邸
な
ど
が
織
り
成
す
環
境

狭い国土に多くの人が暮ら
す日本では、長い間、土地
を高度で効率的に有効利
用し、建物を災害に強い形
に造り変えることがまちづく
りでした。少子高齢化に加え、環境への配慮が
求められている今、それはもう古くなっています。
新しい時代のまちづくりには、これまでのまちの資
産をなるべく無駄にせず、むしろその質と品格をさ
らに向上させることが求められています。
歴史まちづくり法を使った今回の取り組みこそ、そ
の第一歩といえると思います。

◆
小
田
原
の
歴
史
的
風
致
と
は

　

本
市
で
は
、
維
持
向
上
す
べ
き
歴
史
的
風
致
と
し
て
、
次
の
６
つ
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

◆
期
待
で
き
る
こ
と

　

本
計
画
が
国
か
ら
の
認
定
を

受
け
る
と
…

〈
例
❶
〉歴
史
的
価
値
が
高
く
て

も
文
化
財
と
し
て
扱
わ

れ
ず
、
こ
れ
ま
で
支
援

が
難
し
か
っ
た
施
設
な

ど
を
、
歴
史
ま
ち
づ
く

り
法
に
基
づ
く
「
歴
史

的
風
致
形
成
建
造
物
」

に
指
定
す
る
こ
と
で
、
修
理
や
維
持
な
ど
の
た
め
の
支

援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

〈
例
❷
〉歴
史
的
風
致
の
維
持
向
上
に
つ
な
が
る
伝
統
的
な
活
動
、

ま
た
は
寄
与
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
市
民
活
動
に
対
す
る
支

援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

〈
例
❸
〉市
街
地
の
良
好
な
景
観
を
確
保
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
作

り
な
ど
の
取
り
組
み
が
、
歴
史
的
資
源
を
生
か
し
な
が

ら
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

小田原市の歴史まちづくりに
期待します

歴史まちづくり協議会会長
後藤 治さん

老
ろう

欅
きょ

荘
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受
け
継
が
れ
る

職
人
の
技

　
小
田
原
の
地
場
産
業
の
一
つ
で
あ

る
和
菓
子
。

　
長
い
歴
史
を
持
ち
、
何
よ
り
も

季
節
を
大
切
に
す
る
和
菓
子
は
、

味
わ
い
は
も
と
よ
り
、
見
た
目
の

美
し
さ
、
ほ
の
か
な
香
り
な
ど
が
、

私
た
ち
の
五
感
を
い
つ
も
楽
し
ま
せ

て
く
れ
ま
す
。

　
職
人
の
手
で
一
つ
一
つ
丹
念
に
作
ら
れ
、

そ
の
技
が
光
る
小
田
原
の
和
菓
子
の
奥
深
さ

に
触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。

小
田
原
と
和
菓
子

　
小
田
原
に
和
菓
子
が
豊
富

な
の
は
、
城
下
町
と
し
て
茶

道
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
に
由

来
し
ま
す
。
幕
末
の
小
田
原

城
主
・
大
久
保
氏
は
茶
の
湯

を
好
み
、
城
に
菓
子
を
納
め

る
職
人
「
菓
子
匠
」
を
、
商
人
の
中
で
も
優
遇
し
て
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
も
あ
り
、
菓
子
職
人
が
小

田
原
に
集
ま
り
、
小
田
原
の
芸
術
品
と
も
い
え
る
和
菓

子
の
文
化
を
生
み
出
し
た
の
で
す
。

　
梅
の
香
に
包
ま
れ
る
二
月
に
は
、
和
菓
子
屋
さ
ん
の

店
先
に
、
小
田
原
特
産
の
梅
の
実
を
使
っ
た
名
産
菓
子

が
並
び
ま
す
。

Y
産
業
政
策
課　

☎
33
１
５
１
１

　

小
田
原
の
各
菓
子
店
で
は
、
毎
日
、

安
全
・
安
心
な
お
菓
子
を
手
作
り
し

て
い
ま
す
。
お
菓
子
は
人
々
に
夢
や

潤
い
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
特
に
和

菓
子
は
、
あ
ん
と
砂
糖
が
主
原
料
で

健
康
に
も
よ
く
、
生
活
の
中
に
い
や

し
や
家
族
だ
ん
ら
ん
を
も
た
ら
し
、

手
み
や
げ
や
引
出
物
と
し
て
幅
広
く

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

毎
年
、
梅
ま
つ
り
に
併
せ
て
開
催

し
て
い
る
菓
子
展
示
会
は
、
長
い
歴

史
を
持
ち
、
今
年
で
56
回
目
を
迎
え

ま
す
。ぜ
ひ
ご
来
場
い
た
だ
き
、見
て
、

食
べ
て
、
作
っ
て
、
買
っ
て
、
お
楽

し
み
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
田
原
菓
子
商
工
業
組
合
長
・

第
56
回
小
田
原
梅
ま
つ
り
菓
子
展
示
会

開
催
協
議
会
長

石
川
勝
也
さ
ん

【日時】

2月18日（金）〜20日（日）
午前10時〜午後5時

（最終日のみ午後４時３０分まで）
【場所】
市民会館

第５６回

小田原梅まつり
菓子展示会

「
和
菓
子
」

4

菓子職人の技を披露する
「かざり菓子」の展示や、
焼きたてのお菓子・「レトロ
菓子」の即売など、市内の
お菓子屋さん自慢の逸品
が並びます。
和菓子と抹茶を楽しめるお
茶席（土・日曜日のみ）や、
手作りおやつ教室も実施し
ます。
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ち
の
交
流
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
各
校
の
農
園
活
動
を
収
録
し
た
、
映

像
作
品
の
制
作
も
進
ん
で
お
り
、
昨
年
11
月
に
は
、

国
際
有
機
農
業
映
画
祭
で
久
野
小
学
校
で
の
取

り
組
み
を
上
映
し
、
好
評
を
博
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
多
く
の
か
た
に
作

品
を
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う

『
映
像
祭
』を
開
く
予
定
で
す
。

無
尽
蔵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
食
の
お
だ
わ
ら
」

で
は
、
今
回
紹
介
し
た
事
業
の
ほ
か
、

食
と
農
の
案
内
所
や
、
親
子
の
体
験
学
習
農
園

「
ゆ
め
キ
ッ
ズ
ガ
ー
デ
ン
」
の
開
設
に
向
け
た

準
備
な
ど
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

食
べ
物
を
育
て
て
味
わ
う
。
そ
し
て
食
べ
残

し
な
ど
の
生
ご
み
を
堆
肥
化
し
、
循
環
の
輪
を

意
識
す
る
。
普
段
、
何
気
な
く
口
に
し
て
い
る

物
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
考
え
る
。
私
た
ち

が
生
き
る
た
め
に
植
物
や
動
物
の
大
切
な
命
を

享
受
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
、
意
識
す
る
。

　
「
食
の
お
だ
わ
ら
」
で
は
、
こ
う
し
た
「
食
」

を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
習
で
き
る

こ
と
を
目
指
し
て
、
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

し
た
。

　

和
太
鼓
の
演
奏
、
紙

芝
居
、
野
菜
ク
イ
ズ
な

ど
の
楽
し
い
催
し
も
あ

り
ま
し
た
。
ま
た
、Ｐ

Ｔ
Ａ
親
父
の
会
に
よ
る

「
親
子
う
ど
ん
教
室
」

も
大
盛
況
で
し
た
。

　

今
後
も
、
安
全
・
安

心
な
食
材
の
提
供
に
加
え
、
お
客
さ
ん
と
生
産

者
、
ま
た
生
産
者
同
士
が
交
流
で
き
る
新
た
な

形
の
『
市
』
を
開
催
し
、
情
報
発
信
し
て
い
き

ま
す
。
併
せ
て
安
全
・
安
心
な
食
材
が
購
入
で

き
る
場
所
や
農
業
体
験
が
で
き
る
場
所
を
記
し

た
マ
ッ
プ
づ
く
り
も
行
っ
て
い
き
ま
す
。

市
内
小
学
校
（
13
校
）
の

農
園
活
動
の
映
像
作
成

　

市
内
の
小
学
校
で
は
、
各
校
の
特
色
を
生
か

し
、
農
園
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
ご

存
じ
で
す
か
。

　

田
植
え
や
稲
刈
り
、
収
穫
し
た
も
ち
米
を

使
っ
た
餅
つ
き
。
収
穫
し
た
野
菜
を
使
っ
た
給

食
。
集
め
た
落
ち
葉
を
使
っ
た
腐
葉
土
づ
く
り
。

家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み
の
堆
肥
化
な
ど
、
そ
の

活
動
は
多
岐
に
わ

た
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
の

か
た
の
農
業
指
導

や
、
学
校
農
園
で

の
保
護
者
の
農
作

業
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

な
ど
、
農
園
活
動

を
通
じ
て
地
域
と

学
校
、
子
ど
も
た

無尽蔵
プロジェクト

食
の
お
だ
わ
ら

〜「
食
」に
よ
る
地
域
力
ア
ッ
プ
!!
〜

私
た
ち
を
取
り
巻
く
「
食
」
の
問
題

　

人
間
は
、
食
べ
物
か
ら
栄
養
を
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
摂
取
し
、
生
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
世
界
で
は
、
急
激
な
人
口
増
加
や
、

地
球
温
暖
化
な
ど
の
環
境
変
化
に
よ
る
生
産

量
の
不
安
定
化
な
ど
、
食
を
め
ぐ
る
深
刻
な

問
題
が
起
き
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
日
本
で
は
、
農
業
従
事
者
の
減
少

や
高
齢
化
が
進
む
中
で
、
食
料
自
給
率
は
約

40
パ
ー
セ
ン
ト
（
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
）
と
言

わ
れ
、
海
外
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て
い
る

の
が
現
状
で
す
。

　
「
食
の
お
だ
わ
ら
」
で
は
イ
ベ
ン
ト
な
ど

を
通
し
て
、
食
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
そ
の
う
ち
い
く

つ
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

大
成
功
!!「
ま
る
し
ぇ
き
ん
じ
ろ
う
」

　

昨
年
11
月
、
マ
ロ
ニ
エ
ふ
れ
あ
い
広
場
で

行
っ
た
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
「
ま
る

し
ぇ
き
ん
じ
ろ
う
」
は
、
初
開
催
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
多
く
の
来
場
者
で
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

会
場
に
は
、
野
菜
・
雑
貨
・
加
工
品
・
パ
ン
・

お
米
な
ど
36
の
生
産
者
・
団
体
が
軒
を
並
べ
ま

食
を
通
じ
て
「
地
域
の
人
た
ち
の
つ
な
が
り
の
回
復
を
は
か
る
こ
と
」「
安
全
な

食
品
に
よ
る
市
民
・
子
ど
も
た
ち
の
健
康
の
実
現
」を
目
指
す
無
尽
蔵
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
「
食
の
お
だ
わ
ら
」。

食
で
元
気
な
小
田
原
へ
向
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

Y
農
政
課　

☎
33
１
４
９
５
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【
基
本
計
画
】

　

基
本
構
想
で
定
め
た
将
来
都
市
像
の
実
現
と

目
標
の
達
成
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
の
施
策
の

方
向
を
体
系
的
に
示
す
も
の
で
す
。

　

前
期
の
計
画
期
間
は
平
成
23
年
度
か
ら
、
平

成
28
年
度
ま
で
の
６
年
間
と
し
ま
す
。

【
実
施
計
画
】

　

基
本
計
画
に
基

づ
き
、
個
々
の
事

業
を
具
体
化
す
る

た
め
の
計
画
と
し

て
策
定
す
る
も
の

で
す
。
計
画
期
間

は
平
成
23
年
度
か

ら
３
年
ご
と
と
し
、

社
会
情
勢
や
財
政

状
況
の
変
化
な
ど

に
対
応
し
つ
つ
、

計
画
内
容
の
見
直

し
を
行
い
ま
す
。

「
市
民
の
力
で
未
来
を
拓
く

希
望
の
ま
ち
」

　

平
成
23
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
新
総
合
計

画
は
、
基
本
構
想
、
基
本
計
画
、
実
施
計
画
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
新
総
合
計
画
と
、
自
治
会
連
合
会
の
区

域
ご
と
に
作
成
し
た
地
域
別
計
画
と
一
対
で
、

本
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

【
基
本
構
想
】

　

本
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
理
念
や
目
標
と
、

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
政
策
の
方
向
を
示
す

も
の
で
す
。
平
成
23
年
度
を
初
年
度
と
し
て
、

平
成
34
年
度
ま
で
と
し
ま
す
。

❶
実
現
す
る
将
来
都
市
像

　

市
民
の
力
・
地
域
の
力
を
核
と
し
た
新

し
い
公
共
に
よ
っ
て
、
小
田
原
の
豊
か
な

地
域
資
源
を
十
全
に
生
か
し
な
が
ら
、
持

続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、「
市
民

の
力
で
未
来
を
拓ひ

ら

く
希
望
の
ま
ち
」
を
つ

く
り
ま
す
。

❷
ま
ち
づ
く
り
の
目
標

　

将
来
都
市
像
を
実
現
す
る
た
め
に
、
次

の
４
つ
の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
を
定
め
、

総
合
的
か
つ
計
画
的
な
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
ま
す
。

❶
い
の
ち
を
大
切
に
す
る
小
田
原

生
涯
を
通
じ
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮

ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
、
未
来
を
担

う
子
ど
も
た
ち
が
地
域
で
見
守
ら
れ
な

が
ら
健
や
か
に
成
長
で
き
る
ま
ち
を
目

指
し
ま
す
。

❷
希
望
と
活
力
あ
ふ
れ
る
小
田
原

小
田
原
の
魅
力
向
上
と
情
報
発
信
に
よ

る
交
流
人
口
の
拡
大
、
地
域
に
根
ざ
し

た
経
済
が
循
環
す
る
活
気
に
満
ち
た
ま

ち
を
目
指
し
ま
す
。

❸
豊
か
な
生
活
基
盤
の
あ
る
小
田
原

生
活
環
境
に
潤
い
と
安
ら
ぎ
の
あ
ふ
れ

る
ま
ち
、
都
市
機
能
と
利
便
性
が
高
く
、

歴
史
的
景
観
に
配
慮
し
た
風
格
の
あ
る

ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。

❹
市
民
が
主
役
の
小
田
原

市
民
の
考
え
や
願
い
が
し
っ
か
り
と
市

政
運
営
に
反
映
さ
れ
る
ま
ち
を
目
指
し

ま
す
。

❸
新
し
い
小
田
原
へ
３
つ
の
命
題

　

大
転
換
期
で
あ
り
未み

曾ぞ

有う

の
困
難
と
言

わ
れ
る
今
、「
新
し
い
小
田
原
」
へ
の
歩

み
を
着
実
に
進
め
る
う
え
で
、
次
の
３
つ

の
命
題
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
て
、
計
画

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

❶
「
新
し
い
公
共
を
つ
く
る
」

市
民
の
力
・
地
域
の
力
を
核
と
し
て
、

行
政
と
の
協
働
を
育
て
な
が
ら
、
さ
ま

現
在
市
で
は
、
第
５
次
小
田
原
市
総
合
計
画
（
以
下
、

新
総
合
計
画
）
の
４
月
ス
タ
ー
ト
に
向
け
て
、
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
新
総
合
計
画
の
構
成
、
将
来
の
ま
ち
づ
く
り

の
指
針
と
な
る
基
本
構
想
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Y
企
画
政
策
課　

☎
33
１
２
５
５

新
総
合
計
画
の
基
本
構
想
が
で
き
ま
し
た

新
総
合
計
画
の
構
成

１

基
本
構
想
の
概
要

２

を
目
指
し
て

6

地域別計画

総合計画の計画期間

23
年度

25
年度

28
年度

34
年度
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ざ
ま
な
公
共
的
機
能
を
市
全
体
と
し
て

担
う
こ
と
の
で
き
る
新
し
い
公
共
を
つ

く
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

❷
「
豊
か
な
地
域
資
源
を
生
か
し
き
る
」

可
能
性
に
満
ち
た
多
様
な
資
源
を
徹
底

し
て
形
に
し
、
人
や
資
源
が
連
携
す
る

こ
と
で
、
新
た
な
小
田
原
の
価
値
を
生

み
出
し
、
地
域
の
発
展
へ
と
つ
な
げ
て

い
き
ま
す
。

❸「
未
来
に
向
か
っ
て
持
続
可
能
で
あ
る
」

地
域
の
営
み
が
、
自
然
環
境
を
健
や
か

に
守
り
育
て
、
経
済
活
動
が
地
域
資
源

を
よ
り
豊
か
に
育
て
、
人
や
技
を
育
み

な
が
ら
循
環
す
る
。
い
の
ち
と
暮
ら
し

を
支
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
、
担
い

手
を
し
っ
か
り
育
て
、
つ
な
が
り
や
支

え
合
い
が
よ
り
確
か
に
受
け
継
が
れ
て

い
く
。
こ
の
よ
う
な
、
持
続
可
能
性
が

地
域
の
営
み
を
豊
か
に
し
て
い
き
ま
す
。

　広報小田原では、これまで自治基本条例が目指
すものや、条例づくりの経過などをお知らせしてきま
した。
　自治基本条例は、まちづくりの仕組みを一から作
り直すものではありません。小田原を支えている“市
民の力と協働”や“市民の市政への参加”など、市
民の力がより一層まちづくりに発揮できるように後押
しをするものです。
　ここでは、条例ができることによって、市民一人
一人が自治の担い手であることを意識し行動するこ
とで、さらに充実し発展することが期待される例として、
２つの身近な取り組みをご紹介します。
　自治基本条例は、小田原がさらに輝いていくため
の指針なのです。

「小田原がさらに

Y
行
政
改
革
推
進
課　

☎
３３
１
３
０
５

　経済・教育環境な
どに恵まれていない
国の人々や、小田原
に暮らす外国人を支
援したいという人や
団体、ボランティア
の思いで始まり１５年。

多くの人の知恵と力を重ね合わせ県西地区最大
級の国際交流イベントとなりました。
　条例が市民の力と協働の実践を後押しすること
で、このような市民主体のまちを元気にするイベ
ントなどが、さらに増えていくことが期待できます。

“市民力と協働”が生み出す大きな力
『地球市民フェスタ』

自治基本条例策定中

輝
い
て
い
く
た
め
の
指
針
と
し
て
」

トップページ左側メニューの「自治基本条例」をクリック。
ホームページ

広がる“市政参加”の仕組み
『おだわらＴＲＹフォーラム』

　新総合計画の策定には、
無作為抽出で市民に参
加を募る「おだわらＴＲＹ
フォーラム」や地域の目指
す姿や課題解決への道筋
を地域の住民自らが作り
上げる「地域別計画」など
の新しい市政参加の仕組みを取り入れました。
　これらの取り組みもあわせ、計画の策定プロセスが評価され、「平成
２２年度地域づくり総務大臣表彰」を受賞しています。
　条例の施行後は、さらに多くの市民の声を市政運営に反映させる多
様な機会の充実を目指します。
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試
し
に
体
験
し
て
み
よ
う

　

と
は
言
う
も
の
の
、
外
国
人
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
の
は
難
し
く
、
初
め
の
一

歩
を
踏
み
出
せ
な
い
か
た
も
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

そ
ん
な
か
た
は
、
ま
ず
は
国
際
交
流
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

お
だ
わ
ら
国
際
交
流
ラ
ウ
ン
ジ（
市
営
栄
町

駐
車
場
内
）を
中
心
に
、
市
内
各
所
で
、
各
団
体

が
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

12
月
に
行
っ
た
『
ウ
ィ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
』

で
は
、
国
際
交
流
に
関
心
の
あ
る
、
た
く
さ
ん

の
か
た
が
集
ま
り
、
日
本
に
住
ん
で
３
年
に
な

る
ア
メ
リ
カ
人
の
ロ
バ
ー
ト
さ
ん
も
「
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
す
る
と
、
い
ろ
ん
な
人
と
話
が
で
き

る
の
で
楽
し
い
」
と
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加

し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
で
外
国
人
と
話
を
し

た
り
、
一
緒
に
食
事
を
し
た
り
す
る
こ
と
が
、

異
文
化
の
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

県
西
地
域
最
大
級
の
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト

『
地
球
市
民
フ
ェ
ス
タ
』

　

日
頃
活
動
し
て
い
る
国
際
交
流
団
体
が
、
一

堂
に
会
す
る
『
地
球
市
民
フ
ェ
ス
タ
』。
県
西

地
域
最
大
級
の
国
際
交
流
イ
ベ
ン
ト
で
、
今
回
、

国
人
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

平
成
23
年
度
か
ら
小
学
５
・
６
年
生
は
外
国

語
が
必
修
に
な
る
な
ど
、
国
際
化
に
向
け
動
き

出
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
世
界
と
の
距
離
は
ま

す
ま
す
縮
ま
っ
て
い
き
ま
す
。

も
っ
と
世
界
を
知
ろ
う

　

国
際
化
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
ま

だ
ま
だ
実
感
が
な
い
か
た
も
多
い
と
思
い

ま
す
。

　

私
た
ち
に
と
っ
て
常
識
だ
と
思
っ
て
い

た
こ
と
も
、
外
国
人
か
ら
見
た
ら
、
と
て

も
奇
妙
な
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

国
や
地
域
が
異
な
る
と
、
も
の
の
見
方

も
さ
ま
ざ
ま
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
、
国

際
交
流
へ
の
第
一
歩
と
な
り
ま
す
。

異
文
化
を
知
る

身
近
に
な
り
つ
つ
あ
る
「
外
国
」

　

皆
さ
ん
は
、
市
内
に
ど
れ
く
ら
い
の
外
国

人
が
住
ん
で
い
る
か
知
っ
て
い
ま
す
か
。
平

成
22
年
３
月
31
日
現
在
で
52
か
国
、
１
，９

１
６
人
の
か
た
が
住
民
登
録
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
市
民
１
０
０
人
の
う
ち
約
１
人
が
外

市
内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
や
地
域
か
ら
訪
れ
、

仕
事
な
ど
で
小
田
原
に
滞
在
す
る
外
国
人
が
い

ま
す
。

習
慣
や
文
化
の
異
な
る
か
た
と
共
に
地
域
で

生
活
す
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
市
民
一
人
一
人

の
「
心
の
国
際
化
」
を
図
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

Y
文
化
交
流
課　

☎
33
１
７
０
３

〜
国
際
交
流
と
の
出
会
い
〜

【
テ
ー
マ
】

「
Ｔ
Ｈ
Ｅ
☆
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ

　

〜
今
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
〜
」

【
内
容
】

●
15
周
年
記
念
講
演

「
地
雷
廃
絶
運
動
を
通
じ
て

　

〜
今
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
〜
」

絵
本
『
サ
ニ
ー
の
お
ね
が
い　

地
雷
で

は
な
く
花
を
く
だ
さ

い
』
著
者
、
認
定
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人　

難
民
を

助
け
る
会
会
長

柳
瀬
房
子
さ
ん

時
間
：
午
後
１
時
30
分
か
ら

●
世
界
の
味

タ
イ
、
韓
国
な
ど
の
多
国
籍
料
理

●
世
界
の
歌
と
踊
り

歌
、
楽
器
、
踊
り
な
ど

●
日
本
文
化
体
験

茶
道
、
折
り
紙
、
書
道
、
着
付
け
な
ど

●
国
際
交
流
活
動
展
示

国
際
交
流
団
体
に
よ
る
活
動
紹
介
、
民

芸
品
の
販
売
な
ど

●
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

会
場
内
を
回
り
、
ス
タ
ン
プ
10
個
集
め

て
素
敵
な
景
品
を
ゲ
ッ
ト
し
よ
う
！

ＡＬＴ（外国語指導助手）として
高校で英語を教えている

ロバートさん

地球市民フェスタ
２０１１

ｉｎ ＯＤＡＷＡＲＡ
【日時】

 2月13日（日）
午前10時〜午後4時

【場所】
マロニエ

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
中
央
の
「
分

野
別
か
ら
探
す
」
の
「
市
民

活
動
／
地
域
国
際
交
流
」
内

の
「
国
際
交
流
」を
ク
リ
ッ
ク
。

ホームページ

地球市民フェスタのようす
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　昨年末の小田原市議会１２月定例
会で、４月からスタートする小田原市第
５次総合計画の基本構想が、承認さ
れました。時代の大きな転換期にあっ
て、今後目指していく「新しい小田原」
の設計図であり工程表でもある極めて
重要な計画の、いわば設計理念を示
すものです。
　市長就任以来、さまざまな課題解決の取り組みを重ねな
がらも、それらの作業の中心に据えられてきたのが、この
総合計画の策定作業でした。１年近い準備期間、その後
１年半に及ぶ、全面的な市民参画による議論、全２５の
自治会連合会の区域における地域別計画策定作業、そ
れらのプロセスを支えるために重ねた職員の研

けん

鑽
さん

、総合計
画審議会における熱心な議論…。それらの濃密な時間の
成果として基本構想が承認されたことに、市長として安堵
するとともに、今後に向けての覚悟に改めて気を引き締め
ているところです。
　基本構想の中で私たちは、本市が目指すべき将来都
市像を、「市民の力で未来を拓く希望のまち」と定めました。
将来都市像と言えば、多くの場合、将来のある時点にお
けるその自治体の客観的な特徴や、自治体としてアピール
すべきキャッチフレーズなどが盛り込まれるものです。これま
での小田原でいえば、「歴史と文化の香るまち」といったも
のです。しかし今回は、異なる考えで都市像を定めました。
　私たちは、暮らしや経済の中で、実に多くの課題に直面
しています。より豊かで確かな小田原の未来へと歩みを進

めようとするとき、市民一人一人が、
これら直面するさまざまな課題を自
らのこととして捉え、知恵と力を持
ち寄り、共に汗を流し、困難を乗り
越えて、「新しい小田原」を創

つく

り出
す歩みが必要です。山登りに例え
れば、道中の坂道はつらくとも、頂
を目指し皆で励まし合い、険しい峠
道も楽しく越えていけば、そこには
新しい景色が広がり、仲間たちと
分かち合う歓

よろこ

びが、次なる歩みへ
の希望となるものです。そのように、

共に手を携えて未来への道を歩み通す絆
きずな

を結び合い、課
題を乗り越えていける仕組みや文化を備えたまちを創ろうと
いう意思が、この将来都市像には込められているのです。
　すでにその歩みは、さまざまな協働の事業などの形で始
まっています。それら協働の現場に紛れもなく生まれている
未来への「希望」を、多くの皆さんに共有していただきたい
と思います。

「市民の力で未来を拓
ひら

く
　希望のまち」〜至誠・市政〜

文　加藤憲一

記
念
す
べ
き
15
回
目
を
迎
え
ま
す
。
国
際
交

流
団
体
や
外
国
人
が
集
ま
り
、
活
動
紹
介
の

ほ
か
、
歌
や
踊
り
、
世
界
各
国
の
家
庭
料
理

な
ど
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

モ
ン
族
の
刺し

繍し
ゅ
う

絵
本
と
の
出
会
い
が
、
活

動
を
始
め
る
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
い
う
大
曽

根
実
行
委
員
会
会
長
に
、
地
球
市
民
フ
ェ
ス

タ
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

　
「
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
日
頃
の
活
動
を
市

民
の
皆
さ
ん
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
楽
し
い

雰
囲
気
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
国
籍
の
人
々
が

共
に
触
れ
合
い
、
交
流
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

特
に
今
回
は
15
回
目
を
記
念
し
て
、絵
本『
地

雷
で
は
な
く
花
を
く
だ
さ
い
』
の
作
者
・
柳

瀬
房
子
さ
ん
に
講
演
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

実
行
委
員
会
の
中
に
、
柳
瀬
さ
ん
の
活
動
を
ご

存
じ
の
か
た
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
実
現
し
た
ん

で
す
」

　

こ
う
し
た
、
団
体
関
係
者
の
横
の
つ
な
が
り

に
よ
り
、
地
球
市
民
フ
ェ
ス
タ
は
少
し
ず
つ
規

模
を
大
き
く
し
、
成
長
し
て
き
ま
し
た
。

　
「
日
本
に
来
て
、
孤
立
し
て
い
る
外

国
人
や
、
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に

ぜ
ひ
来
て
も
ら
い
た
い
。
ま
ず
は
見
て
、

知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
一
番
。
活
動

す
る
の
は
そ
れ
か
ら
で
す
」

ま
ず
は
一
歩
を
踏
み
出
そ
う

　

地
球
市
民
フ
ェ
ス
タ
は
、
実
行
委
員

会
や
参
加
団
体
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

市
民
に
支
え
ら
れ
て
い
る
イ
ベ
ン
ト

で
す
。

　

市
内
外
の
70
以
上
の
団
体
、
企
業
、
個
人
の

協
賛
金
で
開
催
さ
れ
、
ま
た
、
ポ
ス
タ
ー
や
ち

ら
し
の
絵
は
市
内
の
小
中
学
生
か
ら
募
集
し
て

地球市民フェスタ実行委員会
会長

大曽根 京子さん

い
ま
す
。

　

今
年
も
楽
し
い
催
し
物
が
た
く
さ
ん
の
地

球
市
民
フ
ェ
ス
タ
。
ぜ
ひ
「
国
際
交
流
へ
の

第
一
歩
」
を
踏
み
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

消防出初式にて

最優秀作品が使われるポスター
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おだわら情報

高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
の

お
知
ら
せ

Y
平
成
22
年
７
月
31
日
に
加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
保
険
が
、

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
か
た
…
保
険
課　

医
療
給
付
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
33
１
８
４
３

■
国
民
健
康
保
険
の
か
た
…
…
…
…
保
険
課　

国
民
健
康
保
険
担
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
33
１
８
４
５

■
そ
れ
以
外
の
か
た
…
…
…
…
…
…
高
齢
介
護
課　

☎
33
１
８
８
６
・

 

各
医
療
保
険
の
担
当
窓
口

　

医
療
と
介
護
の
両
方
に
自
己
負
担
が
あ

り
、
平
成
21
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
22
年

７
月
31
日
ま
で
の
期
間
に
支
払
っ
た
「
医

療
保
険
」
と
「
介
護
保
険
」
の
自
己
負
担
額

（
※
１
）
の
合
計
が
、
基
準
額
（
※
２
）
を
超
え
た

場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、「
高
額
介
護
合

算
療
養
費
」・「
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
」
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
※
１
）「
自
己
負
担
額
」に
含
ま
れ
な
い
も
の

❶
医
療
［
高
額
療
養
費
対
象
外
の
も
の
］

○
保
険
外
の
診
療

○
入
院
時
の
食
費
、
居
住
費

○
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど

❷
介
護
［
高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

費
対
象
外
の
も
の
］

○
保
険
外
の
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス

○
入
所
時
等
の
食
費
、居
住
費（
滞
在
費
）

○
特
定
福
祉
用
具
購
入
費
（
特
定
介
護

予
防
福
祉
用
具
購
入
費
）

○
住
宅
改
修
費（
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
）

な
ど

※
高
額
療
養
費
・
高
額
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費

と
し
て
、
既
に
払
い
戻
し
を
受
け
た
分
は
自
己

負
担
額
か
ら
差
し
引
か
れ
ま
す
。

（
※
２
）
基
準
額
（
介
護
合
算
算
定
基
準
額
）

●
ご
自
身
が
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

　

場
合
に
は
…

◆
平
成
21
年
８
月
１
日
か
ら
平
成
22
年
７
月

31
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
、
国
民
健
康
保

険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
て
支
給
対
象
と
な
る
見
込
み
の
か

た
に
は
、「
申
請
の
ご
案
内
」を
郵
送
し
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
：
１
月
下
旬
に
郵
送

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
：
３
月
上
旬
以

降
に
郵
送

◆「
申
請
の
ご
案
内
」
が
届
か
な
か
っ
た
か

た
で
、
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負

担
額
の
合
計
が
、
基
準
額
（
※
２
）
を
超
え
る

と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
平
成
22
年
７
月
31

日
に
加
入
し
て
い
た
各
医
療
保
険
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
特
に
次
の
❶
❷
に

該
当
す
る
か
た
は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

計
算
期
間
内
（
平
成
21
年
８
月
１
日
か
ら

平
成
22
年
７
月
31
日
ま
で
）
に
、

❶
保
険
の
変
更
が
あ
っ
た
か
た

　

○
市
町
村
を
越
え
て
転
居
し
た
か
た

　

○
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
か
た

　

○
社
会
保
険
か
ら
国
民
健
康
保
険
へ
変

わ
っ
た
か
た

❷
住
所
地
特
例
の
認
定
を
受
け
て
い
る

か
た

※
前
年
度
分
（
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
21
年
７
月
31
日
ま
で
）
の
申
請
締
め
切

り
は
、
平
成
23
年
７
月
31
日
ま
で
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

平
成
22
年
分
以
降
に
使
用
す
る
確

定
申
告
書
か
ら
住
民
税
用
の
用
紙
が

な
く
な
り
、
税
務
署
提
出
用
と
本
人

控
の
２
枚
複
写
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
課
税
に
関
す
る
事
務
作

業
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
確
定
申

告
書
の
内
容
を
国
税
庁
か
ら
市
区
町

村
へ
電
子
デ
ー
タ
と
し
て
配
信
す
る

取
り
組
み
（
国
税
連
携
）
が
始
ま
る

か
ら
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
所
得
の
内
訳
、
所
得

か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額
に
関
す
る

事
項
、
住
民
税
に
関
す
る
事
項
な
ど

必
要
事
項
の
記
載
が
な
い
と
正
し
い

課
税
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
さ
れ
る
際
は
、
記
入
漏

れ
な
ど
が
な
い
よ
う
、
十
分
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
は
１
月
中
に

税
務
署
よ
り
対
象
の
か
た
へ
送
付
済

み
で
す
が
、
申
告
書
の
送
付
な
ど
に

関
す
る
ご
相
談
は
、
小
田
原
税
務
署

（
☎
35
４
５
１
１
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 確

定
申
告
書
の

一
部
が

変
わ
り
ま
す

Y
市
民
税
課

　

☎
33
１
３
５
１

所得区分
後期高齢者医療
または７０歳以上
７５歳未満の世帯

７０歳未満
を含む
世帯

現役並み所得者
（上位所得者） ６７万円 １２６万円

一般 ５６万円 ６７万円

低所得者Ⅱ
（区分Ⅱ） 住民税

非課税
世帯

３１万円
３４万円

低所得者Ⅰ
（区分Ⅰ） １９万円

※所得区分について不明な点はお問い合わせください。
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Y
健
康
づ
く
り
課　

☎
47
０
８
２
０

　

こ
の
調
査
は
、
子
ど
も
の
健
康
に
影
響

を
与
え
る
環
境
リ
ス
ク
を
明
ら
か
に
し
、

次
世
代
の
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
環
境

づ
く
り
に
つ
な
げ
る
た
め
、
環
境
省
が
全

国
10
万
人
の
子
ど
も
た
ち
を
対
象
に
、
お

母
さ
ん
の
お
な
か
に
い
る
と
き
か
ら
13
歳

に
な
る
ま
で
追
跡
調
査
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
23
年
８
月
以
降
に
出
産
予
定
の
子

ど
も
が
対
象
で
、
妊
婦
健
診
時
か
ら
13
歳

に
達
す
る
ま
で
、
定
期
的
に
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
や
採
血
、
健
康
状
態
の
チ
ェ
ッ
ク
な

ど
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

県
内
で
は
、
本
市
の
ほ
か
横
浜
市
金
沢

区
と
大
和
市
で
、
こ
の
調
査
が
行
わ
れ
ま

す
。
参
加
者
を
３
年
に
わ
た
っ
て
募
集
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
追
跡
に
13
年
、
解
析
に
５
年

の
計
21
年
間
を
費
や
す
、
日
本
で
初
め
て

の
大
規
模
な
調
査
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
す

環
境
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
よ

り
よ
い
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。
こ

の
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

Y
エ
コ
チ
ル
か
な
が
わ
ユ
ニ
ッ
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
５-

７
８
２-

２
７
７
０

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.yokoham

a-cu.ac.jp/

　

ecochil

子
ど
も
の
健
康
と
環
境
に
関
す
る

全
国
調
査
（
エ
コ
チ
ル
調
査
）
が
始
ま
り
ま
し
た

〜
次
世
代
育
成
の
た
め
の

健
や
か
な
環
境
の
実
現
を
目
指
し
て
〜

Y
健
康
づ
く
り
課　

☎
47
０
８
２
０

　

皆
さ
ん
は
、
こ
の
時
期
、
ど
の
よ
う
な

健
康
管
理
対
策
を
し
て
い
ま
す
か
？

　

冬
に
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
や
ノ
ロ
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
が
発
生
し
や
す
く

な
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
体
調
管
理
に
努
め

ま
し
ょ
う
。

●
感
染
予
防
の
基
本

【
手
洗
い
・
う
が
い
】

　

石
け
ん
を
泡
立
て
、
よ
く
も
み
洗
い
を

し
、
十
分
に
洗
い
流
し
て
、
き
れ
い
な
タ

オ
ル
で
し
っ
か
り
ふ
き
ま
し
ょ
う
。
外

出
か
ら
戻
っ
た
ら
、
必
ず
う
が
い
を
し
ま

し
ょ
う
。

【
免
疫
力
の
維
持
】

　

十
分
な
休
養
と
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
栄

養
摂
取
を
日
ご
ろ
か
ら
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

●
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
ら
な
い
た

め
に
…

【
適
度
な
湿
度
の
保
持
】

　

室
内
で
は
、
湿
度
50
〜
60
パ
ー
セ
ン
ト

を
目
安
に
し
て
換
気
を
忘
れ
ず
行
い
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
冬
で
も
水
分
補
給
は
大

切
で
す
。

【
外
出
を
控
え
る
】

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
時
期
は
、

人
込
み
や
繁
華
街
へ
の
外
出
は
控
え
ま

し
ょ
う
。

　

特
に
高
齢
者
、
慢
性
疾
患
を
お
持
ち
の

か
た
、
疲
労
気
味
の
か
た
、
睡
眠
不
足
の

か
た
で
、
や
む
を
得
ず
外
出
す
る
と
き
は
、

マ
ス
ク
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。

●
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
に
か
か
ら
な
い
た

め
に
…

　

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
感
染
力
が
非
常
に
強

く
、
吐
き
気
、
お
う
吐
、
下
痢
、
腹
痛
を

お
こ
し
ま
す
。

●
食
品
の
十
分
な
加
熱
（
中
心
温
度
85
度

以
上
、
１
分
間
以
上
の
加
熱
）

●
感
染
者
の
お
う
吐
物
や
便
の
中
に
ウ
イ

ル
ス
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
お

う
吐
物
や
便
の
処
理
時
は
マ
ス
ク
と
手

袋
を
着
用
し
、
換
気
を
必
ず
し
て
く
だ

さ
い
。

●
消
毒
は
、
塩
素
系
漂
白
剤
の
次
亜
塩
素

酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
商
品
名
：
ミ
ル
ト
ン
、

ハ
イ
タ
ー
、
ブ
リ
ー
チ
な
ど
）
が
効
果

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
ア
ル
コ
ー
ル
消

毒
は
効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。

感
染
症
に
注
意
!!

〜
元
気
に
冬
を
乗
り
切
ろ
う
〜
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公
園
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
御
用
米
曲
輪
の

植
栽
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
な
ど
の

意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

教
育
委
員
会
で
は
、
各
委
員
か
ら
の
意
見
を

参
考
に
御
用
米
曲
輪
の
整
備
計
画（
実
施
設
計
）

の
素
案
を
作
成
し
、
１
月
29
日
に
は
市
民
説
明

会
を
行
い
ま
し
た
。
２
月
１
日
か
ら
は
、
広
く

市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
た
め

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
、
市
民
意
見
を

計
画
案
に
反
映
さ
せ
た
う
え
で
、
再
度
植
栽
専

●
植
栽
専
門
部
会
の
議
論

　

史
跡
小
田
原
城
跡
調
査
・
整
備
委
員
会
植
栽

専
門
部
会
で
は
、
小
田
原
城
址
公
園
の
植
栽
の

現
状
を
現
地
確
認
し
た
後
、
平
成
23
年
度
か
ら

史
跡
整
備
を
行
う
御
用
米
曲
輪
の
植
栽
の
あ
り

方
を
中
心
に
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
か
ら
は
、
御
用
米
曲
輪
の
植
栽
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、「
極
力
残
し
た
形
で
史
跡
整
備

を
す
る
べ
き
で
あ
る
」「
密
集
し
す
ぎ
て
い
る

場
所
は
少
し
間
引
い
た
ほ
う
が
良
い
」「
城
址

〜
皆
さ
ん
の
声
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
〜

「
史
跡
と
緑
の
共
生
」
を
目
指
し
て

『
史
跡
小
田
原
城
跡
本
丸
・
二
の
丸
植
栽
管
理
計
画
』
を
適
切
に
推
進
し
て
い
く
た

め
に
設
置
し
た
植
栽
専
門
部
会
の
初
会
合
を
昨
年
12
月
27
日
に
開
催
し
、
来
年
度

か
ら
の
史
跡
整
備
が
予
定
さ
れ
て
い
る
御ご

用よ
う

米ま
い

曲く
る

輪わ

の
植
栽
の
あ
り
方
に
つ
い
て

議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。	

Y
文
化
財
課　

☎
33
１
７
１
８

門
部
会
を
開
催
し
ま
す
。
こ
う
し
た
過
程
を
経

て
、
史
跡
小
田
原
城
跡
調
査
・
整
備
委
員
会
や

県
・
文
化
庁
と
の
協
議
を
行
い
、
御
用
米
曲
輪

の
整
備
計
画
（
実
施
設
計
）
を
策
定
し
て
い
き

ま
す
。

●
御
用
米
曲
輪
の
植
栽
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

検
討
の
ポ
イ
ン
ト

　

御
用
米
曲
輪
は
、
本
丸
の
北
側
に
置
か
れ
た

曲
輪
で
、
本
丸
と
二
の
丸
か
ら
し
か
入
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
と
て
も
重
要
な
場
所
で
し
た
。

　

こ
の
名
称
は
、
江
戸
時
代
に
幕
府
の
御
用
米

を
貯
蔵
す
る
６
棟
の
米
蔵
が
土
塁
の
上
や
中

央
の
平
場
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来

し
ま
す
。
周
囲
は
緑
豊
か
な
土
塁
で
囲
ま
れ
、

石
垣
が
積
ま
れ
た
馬
屋
曲
輪
や
二
の
丸
な
ど

お
城
の
正
面
側
と
異
な
り
、
戦
国
時
代
の
小
田

原
城
の
面
影
を
残
し
て
い
る
場
所
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
御
用
米
曲
輪
の
歴
史
的
な
特
徴
を

踏
ま
え
な
が
ら
、
史
跡
の
整
備
計
画
を
取
り
ま

と
め
て
い
き
ま
す
が
、
こ
の
中
で
植
栽
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
大
き
く
分
け
て

５
つ
あ
り
ま
す
。

❶
北
側
土
塁
上
の
ク
ス
ノ
キ
に
つ
い
て

❷
西
側
土
塁
か
ら
傾
い
て
伸
び
る
マ
ツ
に
つ
い
て

❸
南
側
土
塁
の
植
栽
の
あ
り
方
と
崩
落
し
た
土

砂
上
の
ス
ギ
に
つ
い
て

❹
旧
青
少
年
会
館
周
辺
に
あ
る
生
垣
に
つ
い
て

❺
御
用
米
曲
輪
の
平
場
の
植
栽
に
つ
い
て

　

御
用
米
曲
輪
の
整
備
計
画
（
実
施
設
計
）
の

素
案
を
公
開
し
て
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
の
意
見
を

募
集
し
ま
す

　

御
用
米
曲
輪
の
整
備
計
画

（
実
施
設
計
）
の
素
案
に
対

す
る
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見

を
募
集
し
ま
す
。

　

素
案
は
文
化
財
課
、支
所
・

連
絡
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

２
月
１
日（
火
）〜
14
日（
月
）

【
意
見
提
出
方
法
】

❶
意
見
記
入
用
紙
で
提
出

素
案
と
と
も
に
備
え
付
け

の
意
見
記
入
用
紙
に
意
見

を
記
入
し
、
郵
送
な
ど
に

よ
り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

❷
ご
意
見
投
稿
フ
ォ
ー
ム
で

提
出

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

る
御
用
米
曲
輪
の
整
備
計

画
（
実
施
設
計
）
の
素
案

に
対
す
る
意
見
募
集
の

中
に
あ
る
「
ご
意
見
投
稿

フ
ォ
ー
ム
」
に
よ
り
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
ご
意
見
に
対
し
て
個
別
に

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

▲御用米曲輪北側土塁の樹木

▲御用米曲輪南側土塁の樹木
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わ
な
い
」
こ

と
が
う
ま
く

教
え
る
コ
ツ

だ
そ
う
で
す
。

　

消
防
団
員

や
、
地
域
や
会
社
で
役
立
て
た
い
と
い
う

思
い
の
か
た
が
、
３
日
間
に
わ
た
り
必
要

な
知
識
や
技
術
を
習
得
し
、
普
通
救
命
講

習
な
ど
を
指
導
す
る﹃
応
急
手
当
普
及
員
﹄

と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

　

大
窪
地
区
で
消
防
団
に
所
属
す
る
山
室

さ
ん
は
、
平
成
20
年
２
月
に
こ
の
資
格
を

取
得
、
翌
月
か
ら
普
通
救
命
講
習
に
指
導

者
と
し
て
参
加
。

　
「
受
講
者
は
、
の
み
込
み
が
早

い
か
た
、
内
気
な
か
た
、
体
力
の

あ
る
か
た
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
で
す

が
、
そ
の
人
に
合
わ
せ
て
う
ま
く

説
明
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い

ま
す
。
指
導
員
同
士
で
研
修
も
行

う
な
ど
、
分
か
り
や
す
い
講
習
会

が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
ま
す
」

　

消
防
職
員
か
ら
の
信
頼
も
厚
い
、

そ
の
責
任
感
が
、
定
評
あ
る
指
導

に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

日
頃
か
ら
活
動
す
る
市
民
の
力

が
、
い
ざ
と
い
う
時
の
、
災
害
に

強
い
ま
ち
を
作
り
ま
す
。

　
「
講
習
が
終
わ
っ
た
と
き
、﹃
分
か
り
や

す
か
っ
た
﹄﹃
受
け
て
良
か
っ
た
﹄
と
言
っ

て
も
ら
え
る
こ
と
が
何
よ
り
も
う
れ
し
い
」

と
言
う
応
急
手
当
普
及
員
の
山
室
さ
ん
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
い
う
よ
り
も
自
分

の
知
識
や
経
験
を
、
楽
し
み
な
が
ら
伝
え

て
い
ま
す
。

　

専
門
用
語
な
ど
を
使
っ
て
説
明
す
る
と
、

い
ざ
と
い
う
時
に
難
し
く
考
え
て
し
ま
い
、

実
際
に
動
け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実

践
す
べ
き
場
面
が
無
い
に
越
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
万
が
一
の
と
き
に
自
信

を
持
っ
て
救
助
活
動
で
き
る
こ
と
が
何
よ

り
も
大
事
な
の
で
、「
難
し
い
こ
と
は
言

【
連
載
】

多
く
の
人
に
救
助
活
動
を
し
て
ほ
し
い

応
急
手
当
普
及
員

（後列左から）柏木さん、岡部さん、大嶋さん
（前列左から）小林さん、山室さん、田代さん

︵
参
考
︶

【
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
小
田
原
の
建
造
物
】

●
小
田
原
文
学
館
「
本
館
」、「
別
館
（
白

秋
童
謡
館
）」

●
松
永
記
念
館
「
葉
雨
庵
」、「
老ろ

う

欅き
ょ

荘
」

●
だ
る
ま
料
理
店
主
屋

●
済
生
堂
薬
局
小
西
本
店
本
舗

●
山
月
（
旧
共
寿
亭
）

●
千ち

ょ
う世
倭わ

樓ろ
う

「
主
屋
」、「
土
蔵
」

●
長
谷
川
家
住
宅「
店
舗
・
主
屋
」、「
石
蔵
」

●
神
戸
屋
ふ
る
や
店

●
清
閑
亭

●
岩
瀬
家
住
宅
主
屋

　
「
寶
金
剛
寺
庫
裏
」は
、
市
内
で
15
件
目

の
国
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
す
。

名　

称
：
寶
金
剛
寺
庫
裏

所
在
地
：
国
府
津
２
０
３
８
他

年　

代
：
寛
政
12（
１
８
０
０
）年
／

　
　
　
　

昭
和
33
年
改
修

特
徴
・
評
価
：

寶
金
剛
寺
は
旧
東
海
道
に
近
い
山
す
そ
に
あ

る
古こ

刹さ
つ

で
、
庫
裏
（
寺
院
の
居
間
な
ど
）
は

境
内
奥
の
西
側
に
面
し
て
建
っ
て
い
ま
す
。

玄
関
後
方
に
は
座
敷
が
一
列
に
配
さ
れ
て
お

り
、北
側
に
あ
る
大
広
間
（
改
修
前
は
土
間
）

で
は
豪
壮
な
軸
組
（
梁は

り

組
）
が
見
え
ま
す
。

「寶
ほう

金
こん

剛
ごう

寺
じ

庫
く

裏
り

」が
国の登録有形文化財となります
国登録有形文化財は、建設後５０年を経過したもの
のうち、❶国土の歴史的景観に寄与しているもの　
❷造形の規範となっているもの　❸再現することが容
易でないもののいずれかの要件を満たすもので、「寶
金剛寺庫裏」は❶の登録基準に該当します。

Y文化財課　☎３３-１７１４

※
平
成
23
年
度
に
寶
金
剛
寺
庫
裏
と
寶
金
剛
寺
が
所
蔵
し
て
い
る
国
県
市
指
定
文
化
財
の
公
開
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

山室淳一さん
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天
神
山
の
南
、
山や

ま

角か
く

天
神
社
の
東
側
に
隣

接
す
る
一
帯
は
、
愛
媛
県
出
身
で
山
下
汽
船

（
現
株
式
会
社
商
船
三
井
）
を
創
立
し
た
山

下
亀
三
郎
氏
の
別
荘
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

山
下
氏
は
、
庭
園
に
造
詣
の
深
い
山
縣
有
朋

公
に
造
園
を
依
頼
し
ま
し
た
。
庭
園
が
で
き

あ
が
る
と
、
山
縣
公
は
「
対た

い

潮ち
ょ
う

閣か
く

」
と
額
を

書
き
、「
う
ち
渡
す　

相
模
の
海
を　

池
に

し
て　

仰
ぐ
箱
根
は　

庭
の
築
山
」
と
い
う

掛
け
物
を
作
り
ま
し
た
。

　

日
露
戦
争
の
日
本
海
海
戦
で
旗
艦「
三
笠
」

に
乗
艦
し
、
東
郷
司
令
長
官
の
下
で
作
戦
参

謀
を
務
め
た
海
軍
中
将
秋
山
真
之
は
、
同
郷

の
よ
し
み
で
付
き
合
い
の
あ
っ
た
山
下
氏
の

こ
の
別
荘
を
利
用
し
、山
縣
公
に
「
国
防
論
」

に
つ
い
て
相
談
し
て
い
ま
し
た
が
、
以
前
か

ら
患
っ
て
い
た
盲
腸
炎
が
再
発
し
、
大
正
７

年
２
月
４
日
に
こ
の
地
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

享
年
49
歳
。

　

日
本
海
海
戦
前
、
東
郷
司
令
長
官
が
大
本

営
に
発
し
た
有
名
な
電
文
「
敵
艦
見
ユ
ト
ノ

警
報
ニ
接
シ
、
聯れ

ん

合ご
う

艦
隊
ハ
直
ニ
出
動
、
之

ヲ
撃
滅
セ
ン
ト
ス
、
本
日
天
気
晴
朗
ナ
レ
ド

モ
浪
高
シ
」
は
、
作
戦
参
謀
の
秋
山
真
之
が

作
成
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ＮＨＫドラマ「坂の上の雲」（平成２１～２３年の毎
年末に放送）。
主人公の秋山真之が小田原で亡くなったことはあ
まり知られていない。

14

小田原に没した「坂の上の雲」の主人公

秋
あき

山
やま

真
さね

之
ゆき

１８６８年－１９１８年

【ゆかりの地】
❼対

たい

潮
ちょう

閣
かく

跡（南町一丁目）
秋山真之の友人・山下亀三郎（山下汽船
創業者）の別邸。
秋山は板橋の山縣を訪ねていたが、大正７
年２月４日、滞留先の対潮閣で没した。

陸軍・官僚の大御所

山
やま

縣
がた

有
あり

朋
とも

１８３８年－１９２２年

【ゆかりの地】
❷古稀庵跡・庭園（板橋）
現在は、保険会社の研修
所となっている。
日曜日に公開される庭園と
周辺の別邸群はおすすめ
の散策コース。

 皇族出身の陸軍軍人

閑
かん

院
いんのみや

宮載
こと

仁
ひと

親
しん

王
のう

１８６５年－１９４５年

【ゆかりの地】
❹閑院宮御別邸跡
　（南町一丁目〜城山四丁目）
御別邸は、旧小田原城内高校からアジアセ
ンター跡地にかけての広大な敷地を有して
いた。閑院宮親王は、日露戦争で、秋山
好
よし

古
ふる

とともに騎兵旅団を率いた。

風光明美で温暖な別荘地であった小田原には、近代日 本の礎を築いた数多くの政財界人、軍人、
文人墨客が居を構えました。
日露戦争で日本海海戦の作戦を立案し、日本を勝利に 導いた「秋山真之」の終焉

えん

の地・山下亀
三郎別邸があった南町かいわいは、今も往時の風情を しのばせています。また、坂本龍馬とも親
交があった「田中光顕」の別邸は、今では小田原文学 館として親しまれています。
テレビドラマや小説などでなじみの、小田原ゆかりの人々 と興味深いエピソードを知り、その足跡を訪
ねて、近代日本黎明期の小田原の風景を感じてみませ んか。	 Y観光課　☎３３-１５２１

 小田原で民法を起草

伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

１８４１年－１９０９年

【ゆかりの地】
滄浪閣跡（本町四丁目）

伊藤が穂
ほ

積
づみ

陳
のぶ

重
しげ

らと民法を起草
したことから、「民法発祥の地」
とされる。
建物は、小田原大海

かい

嘯
しょう

で流失。
民地内に胸像がある。

寄
稿「
秋
山
真
之
終
焉え

ん

の
地
」

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
小
田
原
ガ
イ
ド
協
会

関
口
茂
雄
さ
ん

対潮閣（当時） （対潮閣跡の坂上にある）清閑亭からの眺め

©ＮＨＫ

❶

❽

❾

❷

❼

❹

❺

掃雲台跡

松永記念館
老欅荘

古稀庵跡・庭園

閑院宮御別邸跡

対潮閣跡
山角天神社

瓜生坂 清閑亭

滄浪閣跡

小田原文学館
白秋童謡館

❸

❻

国立国会図書館提供

国立国会図書館提供

坂の上の雲ミュージアム提供
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田
た

中
なか

光
みつ

顕
あき

１８４３年－１９３９年

【ゆかりの地】
❾小田原文学館・ 白秋童謡館

（南町二丁目）
小田原文学館は、昭和１２年建築の
当時流行した南欧風の洋館。
隣接する白秋童謡館は、大正モダン
調の和風建築。

龍馬暗殺現場に駆けつけた幕末の志士

 三井物産を設立した大茶人

益
ます

田
だ

孝
たかし

（鈍
どん

翁
のう

）
１８４８年－１９３８年

【ゆかりの地】
❸掃

そう

雲
うん

台
だい

跡（板橋、十字四丁目）
南向き斜面の広大な邸宅跡は、現在は
分譲され、正門があった付近は道路と
なっている。

ドラマの主人公たちの
足跡を訪ねて
～近代日本黎

れい

明
めい

期の群像～
風光明美で温暖な別荘地であった小田原には、近代日 本の礎を築いた数多くの政財界人、軍人、
文人墨客が居を構えました。
日露戦争で日本海海戦の作戦を立案し、日本を勝利に 導いた「秋山真之」の終焉

えん

の地・山下亀
三郎別邸があった南町かいわいは、今も往時の風情を しのばせています。また、坂本龍馬とも親
交があった「田中光顕」の別邸は、今では小田原文学 館として親しまれています。
テレビドラマや小説などでなじみの、小田原ゆかりの人々 と興味深いエピソードを知り、その足跡を訪
ねて、近代日本黎明期の小田原の風景を感じてみませ んか。	 Y観光課　☎３３-１５２１

 貴族院副議長を３０年間務めた

黒
くろ

田
だ

長
なが

成
しげ

１８６７年－１９３９年

【ゆかりの地】
❽清閑亭（南町一丁目）
秋山真之が没した対潮閣
の上にある。 秋山が最
期に眺めたと思われる景色を感じることができる。
現在は、ＮＰＯ法人小田原まちづくり応援団が
周辺地域の邸園交流の拠点として活用している。

「
ド
ラ
マ
の
主
人
公
た
ち
と
小
田
原
」

フ
ォ
ー
ラ
ム

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
の

主
人
公
・
秋
山
真
之
な
ど
、
明
治
維
新

後
の
近
代
日
本
の
黎
明
期
に
活
躍
し
た

人
物
と
小
田
原
の
か
か
わ
り
を
再
発
見

し
、
そ
の
物
語
を
楽
し
め
る
ま
ち
づ
く

り
を
考
え
ま
す
。

日
時　

２
月
６
日（
日
）

　
　
　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

場
所　

市
民
会
館

講
演
・
報
告
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

●
藤
澤
浩
一
さ
ん（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ「
坂

の
上
の
雲
」担
当
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）

●
増
淵
敏
之
さ
ん
（
法
政
大
学
大
学
院

政
策
創
造
研
究
科
教
授
）

●
松
本
啓
治
さ
ん
（
松
山
市
坂
の
上
の

雲
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
副
館
長
）

●
平
井
太
郎
さ
ん
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
小
田

原
ま
ち
づ
く
り
応
援
団
副
理
事
長
）

申
込　

観
光
課　

☎
33
１
５
２
１

 電力王と呼ばれた茶人

松
まつ

永
なが

安
やす

左
ざ

ヱ
え

門
もん

（耳
じ

庵
あん

）
１８７５年－１９７１年

【ゆかりの地】
❶松永記念館・老欅荘（板橋）
松永は、収集した古美術品を公開す
るために財団法人を創立して記念館
を建設。後に敷地と建物は、市に
寄付された。居宅だった老欅荘は国
登録有形文化財。

 秋山真之らとともに日露戦争に参戦

瓜
う

生
りゅう

外
そと

吉
きち

１８５７年－１９３７年

【ゆかりの地】
❺瓜生坂（南町一丁目）
瓜生邸に通じた坂道にその
名が残る。
❻山角天神社（南町一丁目）
境内に、瓜生の胸像が立つ。

瓜生坂

ウォーキングタウン小田原

国立国会図書館提供

多摩市教育委員会提供

国立国会図書館提供

小田原文学館

周辺まち歩きをご案内！
●小田原ガイド協会　☎２２-８８００
小田原城とその周辺のほか、市内各地域
を楽しくご案内します。おすすめコース以
外にも、ご希望に応じます。ご利用は２人
以上で。ご相談は一週間前までに。

●小田原まちづくり応援団　☎２２-２８３４
国登録有形文化財・清閑亭（旧黒田長成
別邸）を拠点に、「邸園交流」をテーマに
南町から板橋地域のガイドツアーなどを実
施しています。ガイドの依頼やイベント情
報などは、お気軽にお問い合わせください。



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
。

９
月
１
日
現
在 

小
田
原
市
の
人
口
１
９
８
，５
５
４
人    

７
８
，９
０
５
世
帯

毎
月
1
日
発
行

No.1028

発
行
●
小
田
原
市　

_

２
５
０-

８
５
５
５ 

小
田
原
市
荻
窪
３
０
０
番
地　

市
役
所
総
合
案
内 

☎
０
４
６
５ 

33 
１
３
０
２

編
集
●
広
報
広
聴
室 

☎
０
４
６
５ 

33 

１
２
６
１
・
6
０
４
６
５ 

32 

４
６
４
０　
　

ⓒ
小
田
原
市
２
０
１
１
・
２

　

小
田
原
は
、
温
暖
な
気
候
、
日
当
た
り

の
よ
い
傾
斜
地
、
排
水
の
よ
い
土
壌
な
ど

み
か
ん
の
栽
培
に
適
し
た
条
件
に
恵
ま
れ

て
い
ま
す
。
西
部
で
は
、
片
浦
、
早
川
、
久

野
地
域
、東
部
で
は
、曽
我
、下
曽
我
、田
島
、

国
府
津
、
橘
地
域
を
中
心
に
、
多
く
栽
培

さ
れ
て
い
ま
す
。

守
ら
れ
た
み
か
ん
畑

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
影
響
で
、
果
樹
類

は
不
要
不
急
作
物
と
し
て
扱
わ
れ
、
み
か

ん
農
家
は
社
会
的
に
苦
し
い
立
場
に
お
か

れ
て
い
ま
し
た
。
１
９
４
３
年
に
果
樹
の

大
量
伐
採
が
命
じ
ら
れ
た
際
に
は
、
勤
労

奉
仕
で
水
田
地
帯
農
家
の
食
糧
増
産
活
動

に
も
、
協
力
す
る
な
ど
、
必
死
の
工
夫
で

み
か
ん
の
樹
を
守
り
抜
き
ま
し
た
。

表紙の言葉

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

〈連載〉

小田原
あの日あのとき

海と山に挟まれたJR東海道線の根府川駅。 駅から見る相模湾は絶景です。
詩人・茨木のり子の詩集「根府川の海」の中で、
「根府川 東海道の小駅 赤いカンナの咲いている駅…」とうたわれています。
根府川地区では、２月２６日（土）から「根府川おかめ桜まつり」が開催されます。
情緒あふれる木造駅舎が迎える、春の根府川を訪れてみませんか。

小田原ふるさとの原風景百選　Ｎｏ.１
潮騒の駅・根府川

第１１回

「
援
農
者
」
に
も
支
え
ら
れ

　

戦
後
、
み
か
ん
栽
培
が
急
成
長
す
る
一

方
、
深
刻
な
労
働
者
不
足
が
生
じ
ま
し
た
。

み
か
ん
農
家
で
は
県
外
か
ら
「
援
農
者
」

と
呼
ば
れ
る
季
節
雇
い
の
労
働
者
を
受
け

入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

１
９
６
６
年
に
は
４
，０
０
０
人
以
上

の
援
農
者
が
収
穫
・
貯
蔵
作
業
な
ど
に
従

事
。
賃
金
は
１
日
５
０
０
〜
６
０
０
円
ほ

ど
（
食
事
付
き
）
で
、
他
の
業
種
と
比
べ

て
も
な
か
な
か
の
待
遇
で
し
た
。

小
田
原
み
か
ん
、こ
れ
か
ら

　

１
９
８
０
年
代
以
降
、
オ
レ
ン
ジ
の
輸

入
自
由
化
に
よ
る
価
格
の
低
迷
な
ど
の
課

題
を
抱
え
、
み
か
ん
生
産
量
は
全
国
的
に

も
大
き
く
減
り
ま
し
た
。
小
田
原
み
か
ん

も
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
多
様
化

す
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
と
ら
え
、

「
湘
南
ゴ
ー
ル
ド
」な
ど
新
た
な
品
種
開
発

や
ブ
ラ
ン
ド
化
、
み
か
ん
の
木
オ
ー
ナ
ー

制
度
、
担
い
手
・
後
継
者
の
育
成
事
業
な

ど
、
関
係
者
が
一
丸
と
な
り
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

長
い
歴
史
を
持
つ
小
田
原
み
か
ん
。
こ

れ
か
ら
も
小
田
原
の
名
産
品
と
し
て
全
国

で
食
さ
れ
、
多
く
の
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。

小田原みかん

１
９
４
６
年
、
作
曲
家
の
海か

い

沼ぬ
ま

實み
の
るは
、

歌
手
の
川か

わ

田だ

正ま
さ

子こ

が
歌
う
曲
作
り
に
悩

み
な
が
ら
、
静
岡
県
伊
東
市
に
向
か
っ

て
い
た
車
中
、
国
府
津
駅
辺
り
で
の
車

窓
の
眺
め
か
ら
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
浮
か
び
、

目
的
地
の
伊
東
駅
ま
で
の
間
に
曲
を
書

き
上
げ
ま
し
た
。

翌
日
放
送
さ
れ
た
こ
の
曲
は
、
瞬
く
間

に
全
国
で
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

♪
童
謡

　
「
み
か
ん
の
花
咲
く
丘
」

早川のみかん収穫のようす（１９５１年頃）

石橋選果場からのみかんの出荷（１９６１年）

石橋選果場でのみかん箱詰め（１９６１年）
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