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湯
河
原
は
海
あ
り
、
山
あ
り
、
温
泉
あ
り
で
、

好
き
な
散
歩
を
楽
し
む
の
に
事
欠
か
な
い
。

い
つ
の
間
に
か
、
仕
事
は
午
前
中
に
済
ま
せ
、

3

午
後
は
散
歩
が
日
課
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
雨

の
日
も
歩
く
。
散
歩
に
出
な
い
の
は
、
寒
さ
の

厳
し
い
日
く
ら
い
で
あ
る
が
、
湯
河
原
で
は
そ

ん
な
日
は
幾
日
も
な
い
の
で
、
毎
日
歩
い
て
い

る
と
い

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

我
が
家
は
湯
河
原
と
い

っ
て
も
、

J
R
の
駅

で
い
う
な
ら
真
鶴
の
方
が
近
い
。
ミ
カ
ン
畑
の

表
紙

[tつ／
温
泉
場
の
高
台
か
ら
海
を
望
む
。
裏
表
紙
写
真
／
万
葉
公
園
に
廷
つ
太
子
堂

,..,,_,-t..., __帽
自宅近くのミカン畑の問の道を歩く種村さん。

歩く速度は早く、やや駆け足の感じだ
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樹問に見えるのは真餞方面，真鶴の荒井

城址公園も好きな散歩道の一つという

真鶴半島から伊豆半島までが一望でき、空気が澄む冬は大島や新島も見える

上／自宅の居間で。襖絵（ふすまえ）は友人

の画家の平賀敬氏らが描いたもの。右／相

模湾に向かう道。種村さん宅周辺はミカン

やキウイの畑に囲まれ明るい景色が広がる

.
1
・

1

山
の
上
に
あ
る
自
宅
を
出
て
、

湯
河
原
町
総
合
運
動
公
園
へ
の
道
や
、

浮
か
ぶ
相
模
湾
を
目
に
し
な
が
ら
福
浦
の
港
へ

下
る
道
な
ど
、

れ
る
の
で
、

雑
木
林
を
抜
け

初
島
が

い
ず
れ
も

一
時
間
ほ
ど
に
な
る
。

お
正
月
で
車
が
少
な
く
な
る
と
き
は
、
真
鶴
半

島
の
先
の
方
に
あ
る
中
川

一
政
美
術
館
近
く
ま

で
出
掛
け
る
こ
と
も
あ
る
。

冬
は
こ
の
散
歩
に
、

立
ち
寄
り
湯
が
あ
る
道

4

を
選
ぶ
こ
と
が
多
く
な
っ
て
く
る
。

温
泉
場
に
あ
る

辺
り
か
ら
で
は

一
駅
電
車
に
乗
り
、

り
継
い
で
行
く
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
ミ
カ
ン

畑
の
へ
り
を
継
い
、

「
ま
ま
ね
の
湯
」

は
我
が
家

バ
ス
を
乗

一
時
間
半
ほ
ど
を
歩
い
て

行
く
。
温
泉
場
の
路
地
裏
に
あ
る
こ
こ
の
湯
は
、

と
に
か
く
熱
い
。
だ
が
、

水
で
う
め
る
と
怒
ら

じ
っ
と
つ
か
っ
て
帰
っ

て
く
る
。

近
く
に
は
町
営
の
「
こ
ご
め
の
湯
」
も
あ
る
。

家
か
ら
二
十
五
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「ゆ

と
ろ
嵯
峨
沢
の
湯
」
は
、
ミ
カ
ン
畑
の
道
を
縫

っ
た
あ
と
、

立
ち
寄
る
の
に
ち
ょ
う
ど
よ
い
。

檜
風
呂
と
露
天
風
呂
が
あ
り
、
露
天
風
呂
の
真

向
い
に
は
コ
バ
ル
ト
ブ
ル
ー
の
空
と
海
を
背
景

に
、
真
鶴
半
島
の
三
ツ
石
と
初
島
が
見
え
る
。

5

知
人
が
来
る
と
案
内
し
、
今
で
は
我
が
家
の
離

れ
の
湯
的
存
在
で
あ
る
。

さ
て
、
明
日
は
ど
の
道
を
と
ろ
う
か
。

（談）

た
ね
む
ら
上
9
え
ひ
ろ
●
昭
和
八
年
生
ま
れ
。
作
家
・
独
文
学

者

09
タ
タ
数
。
無
類
の
温
泉
好
き
と
し
て
も
知
ら
れ
、
温

泉
に
関
す
る
著
書
に

「日
本
漫
遊
記
」「
晴
浴
雨
浴
日
記
」
な

ど
が
あ
る
。
湯
河
原
町
吉
浜
在
住
。



鍛冶屋にお住まいの本

村さん。転勤でやって

きた湯河原が今では、

故郷に

⑥吉浜の志台にある日滞り温泉、

ゆとろ嵯峨沢の湯。相模湾が一

望できる露天風呂が人気*2

l!l:0465 (62) 2688 

幕
山
（
ま
く
や
ま
）
の
山
す
そ
に
広

が
る
梅
林
に
は
3
0
0
 
0
本
の
木
が
。

1
月
下
句
か
ら
花
が
見
ら
れ
る
＊
1

幕山中腹の大岩壁。山頂までハイ

キングコースが整備されている

~ 

＿nわ
た
し
の
湯
河
原
地
図
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冶
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応
叫
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星ケ山山頂から相模湾を望む。歩

きでしかいけないが、湯河原一、

見暗らしのよい場所である*1
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喜
岱

オ
レ
ン
ジ
ラ
イ
ン
沿
い
の
ミ
カ
ン
畑
゜

ミ
カ
ン
は
町
の
花
に
も
な
っ
て
い
る

*
1
写
真
提
供
／
湯
河
原
町
観
光
産
業
課
＊

2
写
真
提
供
／
ゆ
と
ろ
嵯
峨
沢
の
湯
・

｀ 鼠
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ヽOoO)(—

Hレ

で
福浦港。赤い防波堤灯台の下で、

中川画伯は絵筆をとっていた

6
 



ー・モんは年季の入った

藤間流の舞い手。宴席で

舞うと、芸者さんが近寄

らなくなったとか

螂きという作業をする高田

さん。工房では型染めの体験

教室も行っている

上／早藤さんの畑。これか

ら1月、 2月は文旦の季節。

左／自家製のジャム。毎週

日曜日、温泉場の観光会館

前の朝市で販売している

高橋さんに港を案内していただいた。

繹さんは、関東大震災の時、福浦の海

岸が干上がったのを目撃した。その数

分後、津波が来たという。右の写真、船

の向こうに見える三角の山は岩戸山で、

地元では湯河原宮士と呼ばれている

二
つ
の
国
指
定
天
然
記
念
物
ど

古
い
歴
史
が
息
づ
く
ま
ら

あ
っ

L

高
橋
徳
さ
ん

郷
土
史
家

湯
河
原
に
は
、
神
奈
川
県
に
は
六
つ
し
か
な

棄

い
国
指
定
の
天
然
記
令
鉱
慕
“
二
つ
あ
り
ま
す
。

城
願
寺
に
あ
る
ビ
ャ
ク
シ
ン
と
そ
の
近
く
の
山

じ
＊
そ
う

中
に
あ
る
ホ
ル
ト
の
樹
叢
で
す
。
城
願
寺
は
、

石
橋
山
の
合
戦
で
敗
れ
た
源
頼
朝
を
助
け
た

と

い

さ

ね

ひ

ら

土
肥
実
平
の
菩
提
寺
で
、
境
内
に
は

一
族
の
墓

が
並
び
、
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

湯
河
原
は
お
隣
の
真
鶴
を
含
め
て
、
万
菓
集

あ

ず

9
か
が
み

や
吾
妻
鏡
に
あ
る
よ
う
に
、
古
く
は

「土
肥
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
町
で
は
近
年
開

発
さ
れ
た
駅
下
地
域
を
記
念
し
、
新
た
に
「
上

と
名
付
け
ま
し
た
。
※
動
物
の
種
指
定
は
含
め
ず

四じ

か

け

い
す
け

直
談
判
で
弟
子
入
り
し
た
、
師
の
芹
沢
鮭
介

先
生
の
元
か
ら
独
立
し
て
、

エ
房
を
構
え
る
と

き
に
、
温
暖
な
と
こ
ろ
で
仕
事
を
し
た
い
と
思

い
、
東
京
か
ら
移
り
住
み
ま
し
た
。

身
近
で
美
し
い

i

早
木
を
目
に
で
き
、
作
品
も

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
幾
何
学
的
な
も
の
か
ら

具
象
に
な
り
、
シ
ン
プ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
追
っ
て
い
る
の

っ

は
ミ
カ
ン
の
木
の
樹
幹
で
す
。
接
ぎ
木
さ
れ
た

古
い
木
は
、
幹
が
太
く
枝
を
う
ね
う
ね
と
横
に

這
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
樹
幹
の
ね
じ
れ
が
魅
力

的
で
、
染
め
に
取
り
入
れ
た
い
の
で
す
。

♦
型
染
工＿房
た
か
だ

6
0
4
6
5
(6
2
)
8
0
2
0
 

高
田
正
彦
さ
ん
型
染
作
家

湯
河
原
の
豊
か
な
自
然
を

染
め
上
げ
て
い
き
た
い

◆
藤
果
樹
固
芸

6
0
4
65
(
6
2
)
3
2
7
8

湯
河
原
に
は
三
つ
の
太
陽
が
あ
る

は
や
ど
う
よ
し
の
り

早
藤
義
則
さ
ん

早
藤
果
樹
園
芸

こ
の
辺
の
お
年
寄
り
は
、
湯
河
原
に
は
太
陽

が
三
つ
あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
空
と
洵
と

石
垣
で
す
。
空
の
光
と
悔
の
日
差
し
の
反
射
、

そ
し
て
石
垣
の
保
温
力
。
こ
の
一二
つ
が
、
お
い

8
 

し
い
ミ
カ
ン
を
育
て
て
き
た
と
い
う
の
で
す
。ぶ

ん

う
ち
で
は
、
ミ
カ
ン
の
ほ
か
に
、
ゆ
ず
、
文

旦
、
レ
モ
ン
、
ニ
ュ
ー
サ
マ
ー
オ
レ
ン
ジ
、
キ

ウ
イ
、
プ
ル
ー
ベ
リ
ー
な
ど
を
、
有
機
農
法
で

い
の
し
'-

育
て
て
い
ま
す
。
時
折
、
猪
が
好
物
の
ミ
ミ
ズ

“ら
を
狙
っ
て
、
畑
を
掘
り
返
し
た
り
も
す
る
の
で

す
が
、
考
え
よ
う
で
、
代
わ
り
に
畑
を
起
こ
し

て
く
れ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

子
供
達
の
故
郷
ど
し
て
、

湯
河
原
の
家
を
守
る

i
>
と
む
ら

木
村
孝
治
さ
ん

転
勤
で
来
ま
し
て
、
暖
か
く
住
み
よ
か
っ
た

の
で
、
昭
和
二
十
三
年
に
家
を
構
え
ま
し
た
。

旅
館
を
建
て
た
り
、
直
し
た
り
で
湯
河
原
に
は

腕
の
い
い
大
工
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
て
ね
。
私

の
設
計
で
、
細
部
に
も
こ
だ
わ
っ
た
の
で
す
が
、

，
 

満
足
い
く
も
の
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。

私
は
札
幌
の
生
ま
れ
な
ん
で
す
が
、
大
都
市

へ
ん

ば

．9

化
に
よ
っ
て
市
内
は
発
展
変
貌
し
、
生
ま
れ
た

家
も
な
く
な
り
、
故
郷
と
い
う
思
い
が
し
な
い

ん
で
す
。
子
供
達
に
は
そ
ん
な
寂
し
い
思
い
を

さ
せ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
子
供
達
が

育
っ
た
湯
河
原
の
家
を
故
郷
と
し
て
、
守
っ
て

い
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。



湯河原にゆかりがある画家の

作品を集めた 「湯河原ゆかり

の美術館」の館長、庄田さん

＿nわ
た
し
の
湯
河
原
地
図
】

l

温
泉
場

消
ら
か
な
水
音
が
町
中
に
響
く
、
湿
泉
場
。

歴
史
は
古
く
、
ガ
策
梨
に
も
詠
ま
れ
て
い

ま
す
。
藤
木
川
に
沿
っ
て
宿
が
立
ち
並
ぶ

山
あ
い
の
湯
は
、
明
治
中
ご
ろ
以
来
、
多

ぶ
ん
じ

ん
ぼ

”
か
く

く
の
文
人
黒
客
に
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

温泉場の路地裏にある「ま

まねの湯」。湯治旅館だが、

お湯だけの利用もできる

合 0465(62)2206

テ扁"'

湯河原名物きび餅

の老舗、小梅堂の

ご主人、小松さん

万葉公園。園内には万葉植物が植えられ、観光会

館わきには、湯河原を詠んだ万葉集の歌碑が遣つ。

初夏には花木園でほたるの宴が開かれる
観光会館2階の郷士資料展示室。

湯河原と関係の深い文学者の資

料や町の古い写真を展示。下は、

明治期の湯河原の絵地図

。
S-00 

、地図／木村哀之

肩
か
ら
上
し
か
な
い
、
陶
製
の
釈

迦
像
、
福
泉
寺
の
首
大
仏
。
千
歳

JI
か
県
境
に
な
っ
て
お
り
、
住
所

的
に
は
静
岡
県
熱
海
市
に
な
る

“ヽ4 
11 10 



祖
母
の
お
菓
子
が

円
〗

9

き
び
餅
は
、
大
正
の
終
わ
り
ご
ろ
、
お
土
産
に
す
る
名

物
が
何
も
な
か
っ
た
の
で
、
祖
母
が
自
分
が
好
き
だ
っ
た

き
び
入
り
の
ノ
シ
モ
チ
に
甘
み
を
加
え
て
出
し
た
の
が
始

ま
り
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
来
島
崎
藤
村
さ
ん
や
谷

崎
潤
一
郎
さ
ん
ら
い
ろ
い
ろ
な
方
が
ご
ひ
い
き
に
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
て
、
最
近
は
外
国
の
方
で
、
必
ず
国
へ
の
お

土
産
に
お
持
ち
に
な
る
方
も
い
ま
す
。

湯
河
原
の
よ
い
と
こ
ろ
で
す
か
。
や
は
り
温
泉
で
し
ょ

う
か
。
家
に
引
い
て
い
て
侮
晩
つ
か
っ
て
い
る
せ
い
か
、

旅
行
に
行
っ
て
も
温
泉
じ
ゃ
な
い
と
湯
冷
め
し
て
し
ま
っ

て
。
早
く
帰
っ
て
家
の
風
呂
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
よ
。

◆
小
梅
堂

7
時
1
1
7時
木
曜
休
み

6
0
4
6
5
(
6
2
)
3
3
2
5

き
び
餅
(16個）
6
5
0円
か
る
か
ん
(10個
）
1
0
0
0円

1

|
 

湯
河
原
で
描
か
れ
た
絵
ど

閏□

口
e
"

め

い

び

風
光
明
靱
で
温
泉
が
あ
り
東
京
か
ら
も
近
い
湯
河
原
は

た
け
う
ち
せ

い
ほ
う

や
す

い

そ

う

た

文
人
墨
客
が
多
く
訪
れ
ま
し
た
。
竹
内
栖
鳳
や
安
井
曾
太

ろ

う郎
は
創
作
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。
湯
河
原
で
描
か
れ
た

絵
を
こ
の
美
術
館
で
楽
し
ん
で
欲
し
い
で
す
ね
。

美
術
館
は
天
野
屋
旅
館
の
本
館
だ
っ
た
建
物
で
す
。
栖

鳳
は
天
野
屋
の
離
れ
に
ア
ト
リ
エ
を
構
え
、
こ
の
本
館
前

を
抜
け
、
落
合
橋
辺
り
ま
で
散
歩
を
し
て
い
た
そ
う
で
、

今
こ
の
道
は
竹
内
栖
鳳
の
散
歩
道
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

温
泉
が
わ
く
こ
の
辺
り
は
、
地
面
の
中
も
温
か
い
の
で

ひ

か
ん
ざ
く
ら

し
ょ
う
か
。
美
術
館
の
庭
に
大
き
な
緋
寒
桜
が
あ
る
の
で

す
が
、

一
月
の
末
に
花
が
見
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。

令
冷
河
原
ゆ
か
り
の
美
術
館
大
人
6
0
0円

9
時
ー
16時
30分
水

曜

休
み

6
0
4
6
5
(
6
3
)
7
7
8
8

右
／
外
観
は
建
築
当
時
の
六
十
年
前
の
ま
ま
。下

／
年
代
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
が
昭
和
の
初
め

綱

こ
ろ
か
。
浴
衣
姿
の
湯
苺
各
が
列
を
な
す

L
'

右
／
奥
か
ら
温
泉
ま
ん
じ

ゅ
う
、
か
る
か
ん
、
き
び

餅
。
か
る
か
ん
は
知
ら
れ

ざ
る
、
湯
河
原
名
物
。
左

／
建
築
当
時
か
ら
の
扁
額

r.

—_1
(, 

竹内栖鳳の散歩道。旧道で昭和の初めの

趣が残る。右／天野屋旅館に架かる橋。

この敷地内に栖鳳のアトリエがあった

栖鳳や台太郎の作品の展示と企画展を行う

（写真提供／湯河原ゆかりの美術館）
12 



1嘩屋からほど近い万葉公園（右）と藤木川（左）。

ホタルのころは宿の辺りでも見られるという

上
／
伊
藤
屋
に
残
る
島
崎

藤
村
宿
泊
時
の
会
計
簿
゜

右
／
藤
村
が
｛
登
朕
と
訪
れ

た
と
き
に
利
用
し
た
客
室

島
崎
藤
村
さ
ん
が

「夜
明
け
前
』
の
執
策
の
合
間
に
疲
れ
を

癒
す
た
め
、
よ
く
お
出
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

先
生
は
料
理
に
も
大
変
お
詳
し
く
、
魚
が
届
く
と
板
前
は
そ

15

れ
を
持
っ
て
、
ど
う
い
う
料
理
が
よ
い
か
岡
き
に
上
が
っ
た
そ

う
で
す
。
大
体

一
週
間
ぐ
ら
い
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
今
は
長

逗
留
さ
れ
る
お
客
さ
ま
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
ね
。

私
は
蕗
ち
菓
で
ふ
か
ふ
か
の
山
道
を
歩
く
の
が
好
き
な
ん
で

す
が
、
池
峰
で
は
、
「
も
み
じ
の
道
」
と
い
う
コ
ー
ス
を
整
備
中

で
す
。
湯
河
原
で
、
ハ
イ
キ
ン
グ
と
い
う
の
も
お
勧
め
で
す
よ
。

●

伊

藤

屋

1
人
1
泊
2
食
、
1
万
6
0
0
 
0
円
ー
2
万
5
0
0
 
0
円
（
税
金
別
）

6
0
4
6
5
(
6
2)2
 0
0
 
4
 

湯
河
原
の
自
然
で
此
を
癒
す

伊
藤
伸
之
さ
ん

旅
館
伊
藤
屋
館
主



cJ:./文人達が愛した加満田の

庭。右／どうだんの間。小林秀

雄が植えさせたところから命名

された

＿nわ
た
し
の
湯
河
原
地
図
u-

奥
湯
河
原

湯
河
原
混
泉
の
渓
谷
を
さ
ら
に
分
け
入
る

と
、
谷
あ
い
に
温
泉
宿
が
一
軒
、
ま
た

一

軒
と
姿
を
現
し
ま
す
。
深
い
緑
に
包
ま
れ

た
奥
湯
河
原
は
桃
源
郷
の
よ
う
で
す
。

文
人
達
の
足
跡
を
刻
む

奥
湯
河
原
の
静
か
な
宿

鎌
田
る
り
こ
さ
ん
加
渕
輝
女
将

も
ろ
ば
し

師
星
照
男
さ
ん

「
お
部
屋
か
ら
野
鳥
を
観
察
い
た
だ
け
ま
す
」
と
女
将
の
る
り

こ
さ
ん
。
先
代
の
女
将
と
同
じ
に
、
庭
の
畑
で
野
菜
を
つ
く
り
、

そ
の
食
材
で
料
理
し
た

一
品
を
片
手
に
ご
あ
い
さ
つ
に
回
り
ま

す
。
加
満
田
は
、
文
人
が
集
っ
た
宿
。
小
林
秀
雄
、
水
上
勉
、

石
川
達
三
ら
そ
う
そ
う
た
る
名
前
が
並
び
ま
す
。

勤
続
四
十
一
年
の
師
星
さ
ん
は
水
上
勉
と
小
林
秀
雄
が
印
象

深
い
と
か
。
「
水
上
先
生
は
離
れ
で

一
時
期
七
つ
も
連
載
を
抱

え
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
せ
ん
か
と
お
尋

ね
し
た
ら
、
君
だ
っ
て
七
部
屋
の
客
く
ら
い
覚
え
て
い
る
だ
ろ

う
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
来
ま
し
た
」
。
今
も
、
奥
湯
河
原
の

自
然
を
愛
で
に
、
足
を
運
ぶ
方
が
多
い
そ
う
で
す
。

◆
加
満
田

1
人
1
泊
2
食

2
万
5
0
0
 
0
円
i
3万
5
0
0
 
0
円
（
税
金
別
）

C
0
4
6
5
(
6
2
)
2
1
5
1
 

加
渚
田
支
配
人

湯河原に関する問い合わせ先

渤可廊町祖甘甘産業課 tt0465 (63) 2111 (代） http://www. town .yugawara.kanagawa.jp/ 

湯河原町駅前観光案内所も0465(63) 5599 http://www.ny.airnet.ne.jp/yugawara/ 

湯可原温泉観光協会 tt0465 (64)1234 http://www.ny.airnet.ne.jp/kankou/ 

監修●高橋徳（たかはし•あつし） ／大正6年生まれ。元湯河原町議会議長。長きに
わたって、湯河原町の歴史研究を行い、湯河原町郷土文化研究会会長、湯河原町文化財

・審隣会委員長を務める。湯河原町福浦在住。

17 

歯

沌
峰

ハ
イ
キ
、

5
'
n
,
ス

t
ぶ
じ

s
ぷ
t

整
偉
ぅ
合

゜
too 

N4 0ヽ00た
Hレ

写真⑥
「しとどのいわや」。源頼朝が持

仏の小観音像を安匿したという。

「土肥椙山（すぎやま）の巌窟（が

んくつ）」が正式名称。県史跡

l. を担嘔t砂

:. し tt411/f 成'l'~

舎

滝
の
傍
ら
に
不
動
明
王
が
祭
ら

れ
た
不
動
滝
。
落
差
は
15ぢ

｀
 

＇、｀
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• 

‘ 
閲
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
主
他
の

商
業
従
業
者
海
外
派
造
団
に
参
加
し
て
、
平

成
十
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
を
視
察

し
て
き
ま
し
た
。

視
察
中
、
現
地
ガ
イ
ド
の
方
が
、
ベ
ル
ギ

ー
は
石
造
り
の
建
物
が
多
く
重
厚
な
印
象
、

オ
ラ
ン
ダ
は
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
が
並
び
、

明
る
い
感
じ
が
す
る
と
評
し
て
い
ま
し
た
が
、

ま
さ
に
そ
の
言
葉
に
つ
き
ま
す
。

海
外
派
遣
団
に
応
募
し
た
の
は
、
新
作
の

菓
子
づ
く
り
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
い
と
い
う
思

い
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
土
産
用
の
染
子
を

伝
統
を
生
か
し
た
風
格
あ
る
店
づ
く
り

上／上村さん。右は湯河原駅前のポケットパークで。白い石は吉浜海岸の石で、京都の

価伺（せんとう）御所の庭石に江戸時代から使われている。中／添加物は一切使用して
いない銘菓。きび餅、くるみのお菓子「姫のまごころ」共に600円から。下右／ベルギー

の市庁舎の広場で。下中／ゴディパのディスプレー。下左／ディナンクッキーの木型
● ●● -•- 011 ,,y, · —.,,.,,.,....,.. ...... り

つ
く
っ
て
お
り
、
日
持
ち
の
よ
さ
を
要
求
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
添
加
物
等
人
工
的
な
も

の
は
使
用
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
条
件

を
満
た
す
新
し
い
商
品
と
し
て
、
チ
ー
ズ
を

使
っ
た
焼
き
菜
子
が
頭
に
あ
り
、
何
か
ア
イ

デ
ア
を
得
ら
れ
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
ベ
ル
ギ
ー
）
で
、
老
舗
の

ク
ッ
キ
ー
店
「
ダ
ン
ド
ワ
」
を
訪
れ
ま
し
た
。

外
か
ら
見
た
感
じ
は
、
店
の
間
口
が
狭
く
、

と
て
も
入
り
づ
ら
く
思
え
ま
し
た
。
が
、
中

に
入
る
と
、
店
は
奥
に
細
長
く
延
び
て
い
ま

す
。
聞
く
と
、
京
都
と
同
じ
で
、
昔
は
間
口

の
大
き
さ
で
税
金
を
か
け
ら
れ
た
た
め
、
古

い
店
は
ど
こ
も
問
口
が
狭
く
、
奥
行
き
の
あ

る
造
り
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ
の
建

物
も

一
七
九
六
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、

風
格
が
際
立
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
墜
に
は
デ
ィ
ナ
ン
ク
ッ
キ
ー
と

い
う
ク
ッ
キ
ー
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
菓
子

を
つ
く
る
木
型
を
並
べ
、
さ
ら
に
伝
統
あ
る

雰
囲
気
を
演
柑
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
約

19

四
十
種
類
の
ク
ッ
キ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。
最
も
有
名
な
の
が
ベ
ル
ギ
ー
を
代

表
す
る

「
ス
ペ
キ
ュ
ロ
ー
ズ
」
と
い
う
ク
ッ

キ
ー
。
試
食
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

少
し
か
た
め
で
パ
リ
ッ
と
し
た
感
じ
。
甘
み

は
控
え
め
で
、
ア
ー
モ
ン
ド
ス
ラ
イ
ス
が
香

ば
し
く
、
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
そ
の
他
は

18 



上／ミカン畑の間に延びるオレンジラインからから相模湾を望む。10月から12月中旬

にかけては町内全域で、ミカン狩りが楽しめる。下右／鮎釣りが楽しめる千歳/II。春に

は土手の桜道がライトアップされる。下中／湯河原駅前に建つ湯河原の英雄、土肥実平
の夫婦像。下左／駅前の湯河原名店街の一角に謹つ横浜銀行湯河原支店

、'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
町
並
み
の
美
し
さ
は
、
統

一
が
と
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

湯
河
原
で
も
、
町
並
み
の
統
一
を
図
ろ
う
と
、

お

ん

せ

ん

ば

温
泉
場
周
辺
は
商
店
な
ど
を
新
改
築
す
る
場

合
、
和
風
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
に
す
る
と
、

い
つ
ま
で
も
下
駄
の
音
の
似
合
う
町
で

甘
み
が
強
く
、
U
本
人
と
好
み
が
遥
う
の
か
、

今
4

つ
に
思
え
ま
し
た
。

新
商
品
は
思
案
中
で
す
が
、
今
回
の
視
察

で
は
店
構
え
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
小
売
り
の
店
を
出
す
と
き
は
、
風
格

を
重
ん
じ
な
が
ら
も
気
軽
に
入
れ
る
店
構
え

に
し
た
い
と
視
察
中
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ

の
気
持
ち
は
今
も
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。

町
が
補
助
金
を
出
し
て
い
ま
す
。
湯
の
町
情

緒
あ
ふ
れ
る
町
並
み
を
残
し
、
再
構
築
し
、

守
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

子
供
の
こ
ろ
、
温
泉
場
に
行
く
と
、
下
駄

の
音
が
う
る
さ
い
く
ら
い
町
に
響
い
て
い
ま

し
た
。
い
つ
ま
で
も
、
下
駄
の
音
が
似
合
う

町
で
あ
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
。

そ
れ
に
、
湯
河
原
は
心
和
む
町
で
す
。
横

浜
や
東
京
に
出
か
け
る
と
疲
れ
ま
す
が
、
こ

こ
で
は
ほ
っ
と
し
て
過
ご
せ
ま
す
。
時
間
の

流
れ
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
し
、
安
ら
か

な
自
然
が
周
り
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
町
に
は
新
崎
川
と
、
千
歳
川
の
二

つ
の
川
が
流
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
ち
ら

で
も
鮎
釣
り
と
ニ
ジ
マ
ス
釣
り
が
楽
し
め
る

ん
で
す
よ
。

ま
く
や
ま

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
都
山
の
梅
林
が
見
事

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
少
し
先
に
な
り
ま
す

が
、
五
月
の
第
四
土
曜
H
に
開
か
れ
る

「湯

か
け
ま
つ
り
」と
六
月
の
初
め
の
「ほ
た
る
の

宴」
。「
湯
か
け
ま
つ
り
」
は
将
軍
家
に
湯
河

原
の
温
泉
を
献
上
し
た
故
事
に
倣
い
、
行
っみ

て
い
る
も
の
で
す
。
温
泉
場
を
練
り
歩
く
神
。2

 

輿
に
、
沿
道
に
用
意
し
た
樽
の
温
泉
を
威
勢

よ
く
か
け
る
祭
り
で
す
。
ど
な
た
で
も
参
加

い
た
だ
け
ま
す
。
お
祭
り
の
た
め
、
朝
か
ら

た

る

五
時
間
か
け
て
二
千
個
の
樽
に
源
泉
の
湯
を

汲
む
の
で
す
が
、
湯
河
原
の
お
湯
は
熱
い
の

で
夜
に
な
っ
て
祭
り
が
始
ま
る
こ
ろ
に
、
ち

ょ
う
ど
よ
い
温
度
に
な
る
ん
で
す
よ
。
（
談
）

上
村
恭
弘
（
か
み
む
ら
・
や
す
ひ
ろ
）
●
昭
和
―-＿十
九
年
、
湯
河

原
町
生
ま
れ
。
主
に
営
業
を
担
当
。
販
売
先
の
開
拓
や
、
顛
客

ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
商
品
開
発
の
研
究
に
励
む
。

※
勁
は
ま
ぎ
ん
産
業
文
化
振
興
財
団
で
は
、
車
業
の
＿
つ
の
柱

と
し
て
平
成
元
年
よ
り
神
奈
川
県
の
商
業
従
業
者
の
方
を
対
象

に

「神
奈
川
県
商
業
従
業
者
海
外
派
遣
妻
業
」
を
主
備
。
海
外

の
商
業
文
化
を
視
察
す
る
槻
会
を
提
供
し
て
お
り
ま
す
。

． 相模湾

かみむら製菓●足柄下郡湯河原町土肥2-11-7 JR東
海道本線湯河原駅から徒歩7分も0465(63) 3131 /き

び餅やくるみを使った「姫のまごころ」などのお菓子をつ

くる。 土圭鉗苫への卸売りが主だが、工場で直接、ばらで

買い求めることもできる。
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年金

ポール

口

~ 

新

春

は

ま

ぎ

ん

寄

席

三
遊
序
円
楽
独
演
会

「
笑
点
」
の
司
会
で
お
な
じ
み
、
円
楽
師
匠
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で
の
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し
ぶ
り
の
独
演
会
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0
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定
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明
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？
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？
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都
会
の
喧
騒
を
あ
と
に

一
時
間
余
り
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
の
流
れ
が
身
を
包
み
、

霧
雨
が
幽
玄
境
に
誘
う
秋
の
好
日
。
湯
河

た
た
ず

原
駅
頭
に
仔
む
と
、
谷
間
の
自
然
の
懐
に

ょ・
1

百
軒
を
超
す
宿
を
擁
す
る
温
泉
郷
が
あ
る

と
は
思
え
な
い
静
け
さ
が
、
そ
の
日
の
町

に
は
あ
り
ま
し
た
。

地
元
商
店
や
旅
館
の
ご
当
主
の
方
々
は
、

観
光
地

「湯
河
原
」
の
活
性
化
に
工
夫
をと

、9

凝
ら
す

一
方
で
、
多
く
の
文
人
墨
客
が
逗

,．. 
留
し
た
温
泉
郷
と
し
て
の
良
さ
を
残
す
努

力
を
も
忘
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の

言
葉
の
端
々
か
ら
熱
く
伝
わ
り
、
こ
の
町

に
葬
ら
す
人
々
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
お
話
と

一
重
咀

相
侯
っ
て
、
終
日
心
和
む
楽
し
い
取
材
と

な
り
ま
し
た
。

健
脚
を
誇
る
背
壮
年
層
に
は
ト
レ
ッ
キ

ン
グ
の
基
地
と
疲
労
回
復
の
湯
と
し
て
、

ま
た
時
と
し
て
仕
事
や
生
活
に
追
わ
れ
が

い
や

ち
な
疲
れ
た
心
を
癒
す
温
泉
郷
と
し
て
お

3
 

2
 

薦
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

き
び
餅
の
上
品
な
味
を
め
で
つ
つ
、
再

訪
の
想
い
を
膨
ら
ま
せ
湯
河
原
の
町
を
離

れ
ま
し
た
。

取
材
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様

に
は
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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人
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産
業
文
化
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興
財
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事
務
局
長
高
橋
紀
雄
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