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　平成24年（2012年）は、大正元年（1912年）８月１日に

六合村と菅沼村の合併で小山町が発足してから100年という

節目の年であり、町民の皆さまとともに町制施行100周年を

お祝いできますことは、誠に感慨深く、大変光栄なことで

あります。

　100年という歴史を振り返りますと、関東大震災や幾多

の風水害、また、太平洋戦争などの試練を乗り越えながら、

富士紡績の発展とともに栄えてきた小山町は、昭和30年に

足柄村、翌31年に北郷村、須走村と合併し、現在の形とな

りました。あれから既に半世紀以上の歳月が流れ、社会情

勢の変化とともに町の状況も大きく変わってきております。

　町制施行100周年という節目にあたり、「富士をのぞむ　

活気あふれる　交流のまち　おやま」の実現に向け、富士

山をはじめとする豊かな自然とともに、金太郎生誕の地に

ふさわしい元気なまちづくりを、行政と町民が一体となっ

て進めていけるよう努めてまいります。

　この町勢要覧は、町制100周年の記念誌として、小山町の

過去・現在の姿をお伝えし、次の100年へとつなげていくた

めに作成したものです。皆様にご高覧いただき、私たちが

愛する小山町を理解していただく一助になれば幸いです。

小山町長　込 山 正 秀

町制施行100周年記念
町勢要覧   発刊にあたって
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百
年

だ
か
ら

百
人
の

笑
顔
。

百
年
だ
か
ら
百
人
の
笑
顔
。

た
く
さ
ん
の
笑
顔
を
、

見
た
い
か
ら
…
。

１
０
０
年
目
の
小
山
町
に
住
む
、

１
０
０
人
に
登
場
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
こ
に
い
る
、
一
人
ひ
と
り
が

「
お
や
ま
」
で
す
。

役

役

役

役

役
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百
人
で

刻
む

百
年
の

足
跡
。

百
人
で
刻
む
百
年
の
足
跡
。

た
く
さ
ん
の
足
跡
が
、

あ
り
ま
し
た
…
。

１
０
０
年
前
を
身
近
に

知
っ
て
い
る
人
か
ら
、

今
年
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
ま
で
。

こ
れ
を
見
て
い
る
皆
さ
ん
も

「
お
や
ま
」
で
す
。
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富
士
の
あ
る
ま
ち

世
界
文
化
遺
産
登
録
へ

平
成
19
年
１
月
、「
富
士
山
」
は
日
本
の
世
界
遺
産
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
へ
推
薦
す
る
候
補
を
記

し
た
「
暫
定
リ
ス
ト
」
に
登
載
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
富
士
山
が
雄
大
さ
、
気
高
さ
、
美
し

さ
な
ど
を
基
盤
と
し
、
信
仰
や
芸
術
を
生
み
だ
し
た
山
と
し
て
、
世
界
に
ふ
た
つ
と
な
い
価
値

を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
富
士
山
の
価
値
を
構
成
す
る
小
山
町
の
資
産
を
紹
介
し
ま
す
。

冨
士
浅
間
神
社

木
花
開
耶
姫

　

富
士
山
の
神
様
「
木こ
の

花は
な

開さ
く

耶や

姫ひ
め

」
を
祭
神
と

し
て
い
ま
す
。
須
走
口
登
山
道
の
基
点
と
な
る

神
社
で
、
富
士
講
信
者
が
多
く
立
ち
寄
り
、
33

回
を
区
切
り
と
す
る
登
拝
回
数
な
ど
の
記
念
碑

が
約
80
基
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

宝
永
の
噴
火

　

宝
永
の
噴
火
（
１
７
０
７
年
）
で
は
大
き
な

被
害
を
受
け
ま
し
た
が
、再
建
さ
れ（
１
７
１
８

年
）
修
理
を
重
ね
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
宝
永
の
噴
火
で
須
走
村
に
は
約
３
ｍ

以
上
の
火
山
灰
が
蓄
積
し
、
未
曾
有
の
被
害
を

受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、
幕
府
（
関
東
郡
代
の

伊
奈
半
左
衛
門
忠
順
）
の
援
助
も
あ
り
須
山
口

や
大
宮
・
村
山
口
よ
り
も
早
い
復
興
を
成
し
遂

げ
ま
し
た
。

富
士
講

　

江
戸
時
代
後
期
に
お
い
て
、
江
戸
を
中
心
に

「
富
士
講
」
が
隆
盛
す
る
と
、
須
走
村
に
は
江

戸
を
は
じ
め
と
し
て
全
国
か
ら
道
者
が
訪
れ
ま

し
た
。
富
士
講
で
は
登
拝
の
回
数
を
重
ね
た
人

ほ
ど
尊
敬
を
受
け
、
境
内
に
は
そ
の
回
数
な
ど

を
記
録
し
た
多
く
の
講
の
石
碑
が
残
っ
て
い
ま

す
。

西
暦
八
〇
七
年  

社
殿
造
営

　

平
成
19
年
（
２
０
０
７
年
）
に
は
、
御
鎮
座

１
２
０
０
年
式
年
大
祭
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
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た
。
そ
の
後
、
社
殿
の
享
保
年
間
の
部
材
を
そ

の
ま
ま
活
用
し
た
修
復
工
事
が
施
工
さ
れ
、
現

在
は
町
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

須
走
口
登
山
道

　

須
走
口
登
山
道
は
冨
士
浅
間
神
社
を
基
点

に
、現
在
の
四
合
目
付
近
の「
御
室
浅
間
神
社
」、

五
合
目
の
「
古
御
岳
神
社
」
を
経
て
、
八
合
目

で
吉
田
口
と
合
流
し
、
山
頂
の
久
須
志
岳
に
至

り
ま
す
。
六
合
目
か
ら
は
、
浅
間
銘
を
有
す
る

最
古
の
懸
仏
が
出
土
し
て
、
室
町
時
代
初
期
に

は
登
山
道
が
開
け
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま

す
。
登
山
道
で
の
役
銭
や
山
頂
部
の
噴
火
口
で

あ
る
内
院
へ
の
賽
銭
の
一
部
は
、
冨
士
浅
間
神

社
や
須
走
村
が
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。

　

現
在
は
「
ふ
じ
あ
ざ
み
ラ
イ
ン
」
を
利
用
し

て
、
標
高
約
２
０
０
０
ｍ
の
須
走
口
五
合
目
ま

で
車
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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富
士
の
あ
る
ま
ち

日
本
の
て
っ
ぺ
ん
に
登
る

昨
今
の
登
山
ブ
ー
ム
で
、
富
士
登
山
客
も
年
々
増
え
て
い

ま
す
。
富
士
山
の
登
山
道
は
５
つ
あ
り
、
小
山
町
は
標
高

２
０
０
０
ｍ
の
須
走
口
を
構
え
て
い
ま
す
。

須
走
ル
ー
ト
は
森
林
限
界
が
高
く
、
珍
し
い
高
山
植
物
が

楽
し
め
ま
す
。
五
合
目
以
上
は
、
国
立
公
園
の
「
特
別
保

護
区
」「
特
別
名
勝
」
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

緑
豊
か
な
須
走
登
山
道

　

富
士
山
に
あ
る
５
つ
の
登
山
道
で
、
最
も
緑

豊
か
な
の
が
須
走
登
山
道
。
須
走
口
五
合
目
か

ら
歩
き
出
す
と
す
ぐ
「
古
御
岳
神
社
」
が
あ
り

ま
す
。
古
御
岳
神
社
の
祭
神
は
、
大お
お
や
ま
づ
み
の
み
こ
と

山
祗
命

で
、
木こ
の

花は
な

開さ
く

耶や

姫ひ
め

の
父
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

標
高
２
７
０
０
ｍ
ま
で
の
樹
林
帯
は
、
オ
ン

冨
士
浅
間
神
社
で
山
開
き

　

須
走
登
山
道
の
基
点
は
冨
士
浅
間
神
社
。
毎
年

７
月
１
日
に
は
、
富
士
山
開
山
式
が
盛
大
に
行
わ

れ
ま
す
。
須
走
本
通
り
は
、地
元
須
走
の
保
育
園
、

幼
稚
園
、
小
学
校
、
旅
館
組
合
な
ど
の
パ
レ
ー
ド

で
盛
り
上
が
り
ま
す
。

　

須
走
地
区
は
標
高
約
８
０
０
ｍ
の
高
地
に
あ

り
、
相
模
、
駿
河
、
甲
斐
三
国
の
中
継
地
と
し
て

栄
え
ま
し
た
。
富
士
登
山
の
玄
関
口
と
し
て
、
旅

館
や
民
宿
な
ど
が
多
数
あ
り
ま
す
。

日本のてっぺん、富士山頂に並ぶ山小屋。
７月～８月の富士登山シーズンは混雑します

富士登山道で見られる道しるべ。富士山の
景観をそこなわないように統一されています。
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タ
デ
や
イ
ワ
ツ
メ
ク
サ
な
ど
の
植
物
に
恵
ま
れ

て
傾
斜
も
緩
や
か
で
す
。

　

ま
た
、
須
走
登
山
道
は
、
富
士
山
の
東
側
を

登
る
た
め
、
ど
こ
か
ら
で
も
壮
大
な
御
来
光
を

拝
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

昭
和
天
皇
が
摂
政
宮
当
時
（
大
正
12
年
）、

ま
た
皇
太
子
殿
下
が
裕
宮
殿
下
当
時
（
昭
和
63

年
）
に
、
須
走
口
か
ら
富
士
登
山
さ
れ
て
い
ま

す
。ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
砂
走
り

　

須
走
下
山
道
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な「
砂
走
り
」

が
楽
し
め
ま
す
。
砂
走
り
は
、
七
合
目
の
下
か

ら
砂
払
い
五
合
目
ま
で
約
３
㎞
を
、
ほ
と
ん
ど

ま
っ
す
ぐ
に
下
る
豪
快
な
下
山
道
で
す
。

　

砂
走
り
は
砂
れ
き
の
積
も
っ
た
急
斜
面
で
、

一
歩
で
２
ｍ
ほ
ど
下
れ
ま
す
。

８月の富士山須走登山道。毎年多くの登山客が須走口から
「日本のてっぺん」を目指します

砂走りを一気に駆け下りる
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金
太
郎
伝
説

足
柄
山
の
麓
、
鮎
沢
川
を
と
り
ま
く
自
然
。

や
さ
し
い
里
の
人
々
。

こ
れ
ら
に
包
ま
れ
て
育
っ
た
坂
田
金
時
こ
と
、

足
柄
山
の
金
太
郎
は
、
町
の
英
雄
。

私
た
ち
が
誇
り
に
し
て
い
る
伝
説
で
す
。

　

お
や
ま
の
伝
説
と
し
て
語
り
つ
が
れ
て
き
た
「
足
柄
山

の
金
太
郎
」
が
一
躍
時
代
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
た

の
は
昭
和
の
初
め
の
こ
と
で
す
。

　

時
代
の
要
請
で
地
域
の
教
育
力
発
掘
が
大
き
く
叫
ば
れ

た
こ
の
こ
ろ
、
当
時
、
成
美
小
学
校
校
長
を
務
め
て
い
た

古
見
一
夫
先
生
の
『
坂
田
公
時
の
研
究
』
が
昭
和
６
年
、

国
民
文
学
社
か
ら
世
に
出
ま
し
た
。
翌
年
に
は
、
甘
露
寺

住
職
の
深
谷
博
道
師
の
名
著
『
金
時
を
語
る
』
が
金
時
宣

揚
会
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
人
々
を
中
心
に
、

ふ
る
さ
と
の
伝
説
金
太
郎
を
広
め
よ
う
と
い
う
運
動
が
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。
文
部
省
制
定
修
身
教
科
書
に
は
「
金

太
郎
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
誕
生
地
が
「
小
山
」
で

あ
る
こ
と
も
指
導
書
に
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
金
太
郎
生
誕
の
地
、
中
島
で
は
、
昭
和
９
年
、
金

太
郎
が
生
ま
れ
た
家
と
言
わ
れ
る
金
時
屋
敷
跡
に
金
時
神

社
が
建
て
ら
れ
、
金
時
公
園
も
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

若
葉
五
月
を
期
し
て
「
金
時
ま
つ
り
」
が
盛
大
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

現
在
で
は
５
月
３
日
に
「
富
士
山
金
太
郎
春
ま
つ
り
」
と

し
て
、
金
時
神
社
式
典
や
子
ど
も
わ
ん
ぱ
く
相
撲
な
ど
が

催
さ
れ
て
い
ま
す
。
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ま
っ
か
な
赤
ん
坊

　

む
か
し
、
京
都
か
ら
来
た
八
重
桐
と
い
う
名
の
山
姥
が
、
中
島
の

里
に
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
日
の
金
時
山
中
、
八
重
桐
は
夢
の
中
で
、
赤
い
龍
と
結
ば
れ
、

赤
ん
坊
を
宿
し
ま
し
た
。

　

山
を
お
り
る
と
、
白
い
着
物
一
枚
で
滝
に
打
た
れ
、
お
腹
の
赤
ん

坊
の
無
事
を
祈
り
ま
し
た
。

　

月
満
ち
た
五
月
の
あ
る
日
、
八
重
桐
の
お
腹
か
ら
、
大
き
な
産
声

と
共
に
、
ま
っ
赤
な
体
の
男
の
子
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

子
迎
え
の
夕
日

　

赤
ん
坊
は
金
太
郎
と
名
づ
け
ら
れ
、
お
乳
を
よ
く
飲
み
、
丈
夫
に

育
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

金
太
郎
の
遊
び
場
は
、
山
や
沼
。
屋
敷
の
あ
る
中
島
か
ら
生
土
へ

お
り
、
八
重
山
の
峰
伝
い
に
足
柄
峠
を
駆
け
登
る
と
、
富
士
山
が
麓
ふ
も
と

か
ら
大
き
く
見
え
て
き
ま
す
。

　

金
太
郎
は
こ
こ
か
ら
眺
め
る
富
士
山
が
大
好
き
で
し
た
。

　

山
で
は
、
け
も
の
た
ち
が
待
っ
て
い
ま
す
。
ク
マ
と
相
撲
を
取
っ

た
り
、
け
も
の
同
士
で
相
撲
を
取
ら
せ
た
り
し
て
遊
ん
だ
あ
と
、
お

母
さ
ん
が
持
た
せ
て
く
れ
た
お
に
ぎ
り
を
ほ
お
ば
り
ま
し
た
。

　

日
が
暮
れ
る
前
に
、
薪
た
き
ぎ

を
取
る
と
、
峠
を
お
り
ま
す
。
生
土
ま
で

来
る
と
、
八
重
桐
が
金
太
郎
を
い
つ
も
待
っ
て
い
ま
し
た
。

　

夕
焼
け
で
赤
く
染
ま
っ
た
道
を
、
ふ
た
り
手
を
つ
な
い
で
屋
敷
へ

戻
る
の
で
し
た
。

金
時
屋
敷　
中
島
地
区

　

中
島
に
「
坂
田
」
と
称
す
る
小
字
が
あ

り
ま
す
。
坂
田
に
は
３
軒
あ
っ
て
、
そ
の

中
の
１
軒
が
坂
田
公
時
の
生
ま
れ
た
家
で

あ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

屋
敷
は
山
の
す
ぐ
裾
に
あ
り
ま
し
た
が

現
在
は
下
の
段
に
移
転
し
、
元
の
屋
敷
は

「
金
時
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
９
年
、
こ
の
屋
敷
跡
に
金
時
神
社

が
建
て
ら
れ
、
現
在
は
公
園
に
な
っ
て
い

ま
す
。
園
内
に
は
、
金
時
の
産
湯
に
水
を

汲
ん
だ
「
ち
ょ
ろ
り
七
滝
」、金
時
が
登
っ

て
遊
ん
だ
「
金
時
杉
」（
二
代
目
）、
金
時

母
子
が
深
く
信
仰
し
た
「
第
六
天
神
社
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

遊
女
の
滝　
小
山
地
区

　

駿
河
小
山
駅
の
南
側
の
大
沢
林
道
沿
い

で
、
足
柄
峠
へ
向
う
途
中
に
あ
り
ま
す
。

　

母
・
八
重
桐
が
、
お
腹
の
中
の
金
太
郎

の
健
康
を
祈
願
し
て
、
こ
の
滝
に
打
た
れ

て
い
ま
し
た
。

金
時
山　
一
、二
一
三
メ
ー
ト
ル

　

金
時
山
は
、
箱
根
火
山
の
外
輪
山
で
イ

ノ
シ
シ
が
鼻
を
空
へ
突
き
出
し
た
よ
う
な

か
っ
こ
う
を
し
て
、
箱
根
連
山
の
上
に
そ

び
え
て
い
ま
す
。「
猪
鼻
ヶ
嶽
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
し
た
が
、
金
時
が
し
ば
し
ば
遊

び
に
登
っ
た
こ
と
か
ら
「
金
時
山
」
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

山
頂
に
は
金
太
郎
が
、
死
ん
だ
猪
を

祀
っ
た
猪
鼻
神
社
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

金
太
郎
が
い
つ
も
登
っ
て
は
遊
ん
だ
と
い

う
八
畳
敷
き
く
ら
い
の
平
ら
な
大
岩
「
遊

び
石
」
や
、
ク
マ
と
相
撲
を
と
っ
た
時
、

踏
み
割
っ
て
す
べ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
「
踏
み

割
り
石
」

な
ど
の
話

が
残
っ
て

い
ま
す
。

Kintaro legend

ま

赤
ん

な
か
な
か
な
かか
な

子
迎

夕
日

の

迎
え
の
ええ
の
え
の
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八
重
桐
の
心
配

　

金
太
郎
は
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
、
八
重
桐
も
知
ら
な
い
遠
く
の

山
へ
も
出
掛
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
金
太
郎
が
山
か
ら
帰
っ
て
来
な
い
日
が
あ
り
ま
し
た
。

崖
か
ら
落
ち
た
の
か
、
け
も
の
に
襲
わ
れ
た
の
か
…
八
重
桐
は
心
配

で
、
そ
の
晩
も
、
次
の
日
も
泣
い
て
過
ご
し
、
三
日
目
、
金
太
郎
が

無
事
に
帰
っ
て
来
る
と
、
金
太
郎
の
真
っ
赤
な
丸
顔
を
両
手
で
は
さ

み
、
今
度
は
嬉
し
泣
き
し
ま
し
た
。
泣
き
過
ぎ
て
、
目
も
ま
ぶ
た
も

赤
く
腫
れ
あ
が
り
、
ち
く
ち
く
痛
み
ま
し
た
。

　

金
太
郎
は
申
し
訳
な
く
思
い
、
そ
の
目
を
治
す
た
め
に
、
箱
根
の

温
泉
へ
八
重
桐
を
連
れ
て
行
き
、
湯
治
を
さ
せ
ま
し
た
。

　

季
節
が
変
わ
る
頃
、
八
重
桐
の
目
は
す
っ
か
り
治
り
ま
し
た
。
金

太
郎
は
母
に
心
配
を
掛
け
な
い
よ
う
に
、
薪
取
り
や
畑
仕
事
に
今
ま

で
以
上
に
精
を
出
し
、
体
も
心
も
大
き
く
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。

お
別
れ
の
桜

　

都
の
武
将
源み
な
も
と
の
ら
い
こ
う

頼
光
が
下し
も
う
さ総
か
ら
京
都
へ
帰
る
途
中
の
こ
と
。

　

足
柄
峠
に
さ
し
か
か
る
と
、
不
思
議
な
赤
い
色
を
し
た
雲
を
見
つ

け
ま
し
た
。
雲
を
目
指
し
て
山
道
を
進
む
と
、
金
太
郎
親
子
に
出
逢

い
ま
し
た
。

　

頼
光
の
家
臣
は
金
太
郎
を
大
変
気
に
入
り
、
八
重
桐
も
ま
た
金
太

郎
を
武
将
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
金
太
郎
は
頼
光
に

つ
い
て
都
へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

金
太
郎
は
、
山
に
一
人
で
残
る
母
が
さ
み
し
く
な
い
よ
う
に
と
、

猿
待
合　
小
山
地
区

　

小
山
か
ら
足
柄
峠
へ
登
る
途
中
に
、
猿

待
合
と
呼
ば
れ
る
小
字
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
金
太
郎
が
金
時
山
へ
登
る
時
に
サ

ル
と
待
ち
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
す
。

沼
子
の
池　
湯
船
・
柳
島
地
区

　

こ
の
池
に
水
浴
び
に
来
て
い
た
金
太
郎

が
大
き
な
緋
鯉
を
見
つ
け
、
池
に
飛
び
込

ん
で
抱
き
つ
い
た
と
こ
ろ
、
驚
い
た
緋
鯉

は
空
高
く
跳
ね
上
が
り
ま
し
た
。
こ
れ

が
、
５
月
の

こ
い
の
ぼ
り

に
金
太
郎
が

描
か
れ
る
由

縁
に
な
り
ま

し
た
。

爪
切
地
蔵　
竹
之
下
地
区

　

箱
根
の
姥う
ば

子こ

の

湯
で
目
の
病
を
癒

や
し
た
母
の
八
重

桐
と
と
も
に
、
帰

途
に
つ
い
た
金
太

郎
が
足
柄
峠
の
お

地
蔵
さ
ま
を
思
い
出
し
て
、
石
の
面
を
爪

で
彫
っ
た
も
の
で
す
。

頼
光
対
面
の
滝　
足
柄
地
区

　

金
太
郎
が
初
め
て
源
頼
光
と
対
面
し
た

滝
で
す
。
足
柄
駅
の
東
側
か
ら
地
蔵
堂
川

沿
い
に
林
道
を
歩
き
ま
す
。
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金太郎のふるさとMAP

八
重

心
配

重
桐
のの
桐桐
の
桐桐
の

お
別

の

桜

れ
の
れ
のさささ

れれ
の
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屋
敷
に
山
の
桜
を
一
本
植
え
て
行
き
ま
し
た
。
春
に
は
花
が
咲
い
て
、

八
重
桐
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
山
の
け
も
の
た
ち

に
も
別
れ
を
告
げ
ま
し
た
。

　

都
へ
行
っ
た
金
太
郎
は
、
頼
光
の
四
天
王
の
一
人
と
し
て
た
く
さ

ん
の
手
柄
を
た
て
、
日
本
中
に
そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

九
州
の
賊
を
征
伐
す
る
た
め
頼
光
と
四

天
王
は
、
寛
弘
７
年
（
１
０
１
０
年
）、

筑
紫
（
現
在
の
北
九
州
市
）
へ
向
か
う
途

中
、作
州
路
美
作
で
大
雪
に
あ
い
ま
し
た
。

　

勝
田
壮
（
現
在
の
岡
山
県
勝
央
町
）
で

仮
城
を
造
り
、
滞
在
中
、
坂
田
金
時
は
重

い
熱
病
に
か
か
り
、
頼
光
や
四
天
王
の
手

厚
い
看
病
を
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
か
い

な
く
、
12
月
15
日
亡
く
な
り
ま
し
た
。

Kintaro legend

　

金
時
終
焉
の
地
と
称
さ
れ
、
そ
の
墳
墓

と
神
社
の
あ
る
岡
山
県
勝
央
町
。

　

金
時
が
取
り
持
つ
縁
で
、
昭
和
48
年
11

月
24
日
、
同
町
と
姉
妹
縁
組
を
結
び
ま
し

た
。
毎
年
10
月
上
旬
に
は
、
勝
央
町
最
大

の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
「
金
時
祭
」
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

　

勝
央
町
は
、
岡
山
県
の
東
北
部
に
位
置

し
、
人
口
お
よ
そ
１
１
、５
０
０
人
、
面

積
54
・
09
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。
中
国
山

脈
の
主
峰
那
岐
山
の
南
に
あ
り
、
北
部
は

穏
や
か
に
傾
斜
す
る
丘
陵
が
起
伏
し
、
中

南
部
は
町
を
南
北
に
貫
流
す
る
滝
川
に

沿
っ
て
開
け
た
自
然
豊
か
な
町
で
す
。
町

の
中
心
部
「
勝か
つ

間ま

田だ

」
は
、
か
つ
て
出
雲

往
来
で
に
ぎ
わ
っ
た
美
作
７
宿
の
ひ
と
つ

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

金
太
郎
終
焉
の
地　
岡
山
県
勝
田
郡
勝
央
町

栗
くり

柄
から

神社
坂田公時の霊をおまつりしています。

INTERVIEW
町民 インタビュー

　今年５月に行われた、第48回富士山金
太郎春まつりの相撲大会で優勝しました。
「好きなスポーツはサッカーやマラソンで
す」との答えながら、どんなことにもがん
ばって挑戦している聖也くん。お父さんの
励ましを受けて、相撲も一生懸命練習し見
事、御殿場小山の代表として県大会にも出
場しました。
　今後の目標は来年１月の町内一周駅伝大
会とのこと。寡黙に、ひたむきに取り組む
姿は、まさに「金太郎」です。

西　

暦

元　

号

金
太
郎
の
出
来
事

金
太
郎
の
年
齢

９
５
６

天
暦
10
年

５
月

小
山
町
中
島
で
元
気
な
産
声
を
あ
げ
な
が
ら

誕
生

１
歳

９
６
６

康
保
３
年

金
時
山
に
て
熊
と
相
撲
を
取
り
見
事
大
勝
利

11
歳

柳
島
の
沼
子
池
で
大
き
な
緋
鯉
を

発
見
し
捕
獲

そ
の
際
に
空
高
く
跳
ね
上
が
り
、

後
の
鯉
の
ぼ
り
の
モ
デ
ル
に
な
る

母
の
湯
治
の
た
め
、
箱
根
姥
子
温
泉
に
通
う

９
７
６

天
延
４
年

３
月
１
日

足
柄
峠
で
源
頼
光
と
出
逢
う

力
量
を
認
め
ら
れ
て
家
来
に
な
る

21
歳

坂
田
金
時
に
改
名

京
へ
の
ぼ
り
、
渡
辺
綱
・
ト
部
季
武
・
碓
井

貞
光
ら
と
共
に
頼
光
四
天
王
に
名
を
連
ね
た

９
９
０

永
祚
２
年

酒
天
童
子
を
征
伐

そ
の
後
も
全
国
を
ま
わ
り
、
鬼
や
賊
を

倒
し
て
ま
わ
っ
た

35
歳

賀
茂
の
祭
で
初
め
て
牛
車
に
乗
り
、
車
酔
い

で
フ
ラ
フ
ラ
に
な
る

１
０
１
０

寛
弘
７
年

12
月
15
日

筑
紫
へ
向
か
う
途
中
、
勝
田
（
岡
山
県
勝
央

町
）
に
て
、
重
い
熱
病
に
か
か
り
亡
く
な
る

55
歳

金
太
郎
年
表

金

表

郎
年

太
郎
年
郎
年
郎郎
年

鈴木　聖
せい

也
や

くん
（宿）

『
金
太
郎
』
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2011～2020

―
小
山
町
は
、
町
民
に
と
っ
て
、
心
か
ら
大
切
に
で
き

る
町
。
富
士
山
が
美
し
く
、水
が
と
て
も
お
い
し
い
か
ら
、

米
や
野
菜
も
お
い
し
く
、
自
然
豊
か
で
あ
る
。
一
人
ひ
と

り
が
、
明
る
く
生
活
で
き
る
生
き
生
き
と
し
た
町
。
こ
ん

な
素
晴
ら
し
い
町
、
小
山
町
は
わ
た
し
に
と
っ
て
心
か
ら

自
慢
で
き
る
大
切
な
町
で
す

―
（
小
・
中
学
生
の
作
文
か
ら
）

ま
ち
づ
く
り
の
将
来　

　　

町
は
「
第
４
次
総
合
計
画
」
を
策
定
す
る
に

あ
た
り
、
町
の
将
来
や
、
ま
ち
づ
く
り
を
テ
ー

マ
に
、
小
学
５
年
生
と
中
学
２
年
生
か
ら
作
文

を
募
集
し
ま
し
た
。
ど
れ
も
が
、
町
の
こ
と
を

真
剣
に
考
え
、希
望
に
あ
ふ
れ
る
内
容
で
し
た
。

　

総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る

大
切
な
計
画
で
す
。
第
４
次
総
合
計
画
は
、
平

成
23
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の
10
年
間
を

計
画
期
間
と
し
て
「
自
主
自
立
」「
健
体
康
心
」

「
協
働
・
共
創
」
を
基
本
理
念
に
、将
来
像
を
「
富

士
を
の
ぞ
む　

活
気
あ
ふ
れ
る　

交
流
の
ま
ち

お
や
ま
」
と
し
ま
し
た
。

　

日
本
の
象
徴
「
富
士
山
」
の
あ
る
小
山
町
。

富
士
山
と
そ
の
周
辺
の
自
然
環
境
を
は
じ
め
と

し
た
豊
か
な
恵
み
に
抱
か
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

町
内
に
は
新
東
名
高
速
道
路
や
国
道
な
ど
の
交

第４次小山町総合計画

お
や
ま

富
士
を
の
ぞ
む  

活
気
あ
ふ
れ
る

交
流
の
ま
ち
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1234 通
機
能
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
活
か
す
都
市
機

能
が
整
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

小
山
町
に
住
む
人
が
主
役
に
な
り
、
町
民
相

互
の
交
流
を
高
め
、
富
士
山
の
あ
る
豊
か
な
環

境
の
中
で
、
心
豊
か
で
活
気
の
あ
る
交
流
を
深

め
て
い
く
ま
ち
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
の
将
来
像
「
富
士
を
の
ぞ
む　

活
気
あ
ふ

れ
る　

交
流
の
ま
ち　

お
や
ま
」
を
実
現
す
る

た
め
４
つ
の
基
本
目
標
を
決
め
、
さ
ら
に
35
の

基
本
施
策
を
設
定
し
ま
し
た
。町
民
の
皆
さ
ん
、

企
業
、
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
果

た
し
な
が
ら
、
協
働
し
て
活
気
あ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

基
本
目
標

便
利
で
快
適
な
ま
ち

（
環
境
・
都
市
基
盤
）

安
全
・
安
心
な
ま
ち

（
健
康
・
福
祉
・
危
機
管
理
）

い
き
い
き
と
し
た
ま
ち

（
教
育
・
文
化
・
産
業
）

計
画
推
進
の
た
め
に

（
広
域
行
政
・
行
財
政
運
営
・
協
働
）
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豊
か
な
自
然
あ
ふ
れ
る
ま
ち
。

CLOSE UP

❶

第４次小山町
総合計画から



❶サンショウバラをも
とめ富士箱根トレイル
を歩く
❷雪をかぶった富士山
と水掛け菜
❸駿河小山駅から足柄
駅間を走るJ R 御殿場線
❹富士登山シーズンの
マイカー規制時のシャ
トルバス

19 100th  Oyama

close up Oyama

　

雄
大
な
富
士
山
の
豊
か
な
自
然
環
境
の

恩
恵
を
受
け
て
い
る
小
山
町
で
は
、
身
近

な
環
境
に
対
す
る
意
識
を
高
め
、
環
境
保

全
に
努
め
て
い
ま
す
。
環
境
を
守
っ
て
い

く
た
め
に
は
、
環
境
負
荷
を
軽
減
し
て
良

好
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
年
々
増
え

る
ご
み
処
理
は
重
要
で
、
平
成
23
年
度
の

年
間
排
出
量
は
７
、９
７
０
ｔ
で
し
た
。

　

小
山
町
の
ご
み
処
理
は
、燃
え
る
ご
み
、

資
源
ご
み
、
不
燃
ご
み
に
分
別
収
集
さ
れ

て
い
ま
す
。
燃
え
る
ご
み
は
、御
殿
場
市
・

小
山
町
広
域
行
政
組
合
に
よ
る
Ｒ
Ｄ
Ｆ
セ

ン
タ
ー
で
、
不
燃
ご
み
は
生
土
不
燃
物
処

理
場
で
終
末
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
な

　

地
域
の
豊
か
な
自
然
や
歴
史
的
名
所
な

ど
の
地
域
資
源
を
守
り
、活
用
し
な
が
ら
、

郷
土
愛
を
高
め
、
交
流
人
口
を
増
や
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
小
山
町
の
誇
れ

る
風
景
で
あ
る
富
士
山
や
河
川
、
田
園
、

足
柄
峠
や
金
時
山
な
ど
を
生
か
し
た
魅
力

あ
る
景
観
を
創
造
し
て
い
き
ま
す
。

　

町
内
に
は
沼
津
〜
国
府
津
を
結
ぶ
Ｊ
Ｒ

御
殿
場
線
が
８
・
９
㎞
通
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
御
殿
場
線
は
、
昭
和
９
年
に
東
海
道

本
線
か
ら
変
わ
っ
た
も
の
で
、
駿
河
小
山

駅
と
足
柄
駅
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
駿
河
小
山
駅
利
用

者
は
20
万
２
、２
４
３
人
（
１
日
平
均

５
５
３
人
）
で
、
足
柄
駅
利
用
者
は

17
万
２
、０
２
５
人
（
１
日
平
均
４
７
０

人
）
で
す
。

　

小
山
町
内
の
バ
ス
路
線
は
、
富
士
急
行

に
よ
る
路
線
バ
ス
９
路
線
の
ほ
か
、
町
が

運
行
し
て
い
る
無
料
の
「
町
内
巡
回
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
」
の
５
ル
ー
ト
が
あ
り

ま
す
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
（
３
台
）
は
、
１

年
間
で
延
べ
約
３
万
人
が
利
用
し
て
い
ま

す
。

　

高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
公
共
交
通
機
関

の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
民
間
の

路
線
バ
ス
の
本
数
が
減
っ
た
り
、
廃
止
さ

れ
た
り
す
る
中
で
、
学
生
の
た
め
の
運
行

助
成
も
行
っ
て
い
ま
す
。

お
、
燃
え
る
ご
み
の
処
理
は
、
平
成
27
年

度
か
ら
御
殿
場
市
板
妻
地
先
に
建
設
さ
れ

る
「
新
ご
み
処
理
施
設
」
で
焼
却
処
分
さ

れ
る
予
定
で
す
。

恵
ま
れ
た

環
境
を
守
る

人
と
自
然
が

調
和
す
る

公
共
交
通
の

充
実

❷

❸

❹



❶小山町の夏の名物は
鮎沢川の「おやま DE ど
んぶらこ」
❷平成23年４月に開駅、
富士山頂に一番近い道
の駅「すばしり」
❸新東名開通前のふれ
あいイベント

20100th  Oyama

　

小
山
町
で
は
、
良
質
で
豊
富
な
地
下
水

を
農
産
物
を
は
じ
め
工
業
用
水
や
生
活
用

水
な
ど
に
利
用
す
る
こ
と
で
、
地
域
産
業

が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
水
資
源
は
貴
重

な
自
然
資
源
で
あ
り
、地
域
の
財
産
で
す
。

採
取
と
保
全
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
、
有
効

に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

　

快
適
な
町
民
生
活
に
は
、
水
の
安
定
供

給
と
汚
水
処
理
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で

す
。
水
需
要
の
増
大
に
対
応
で
き
る
よ
う

　

小
山
町
は
東
京
か
ら
１
０
０
㎞
圏
内
、

山
梨
県
、
神
奈
川
県
と
の
県
境
に
あ
り
、

東
名
高
速
道
路
と
そ
れ
に
並
行
し
て
走
る

国
道
２
４
６
号
の
東
西
交
通
軸
に
加
え

て
、
国
道
１
３
８
号
、
国
道
４
６
９
号
と

東
富
士
五
湖
道
路
に
よ
っ
て
中
央
自
動
車

道
と
も
連
結
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
新

東
名
高
速
道
路
の
整
備
も
す
す
み
、
大
御

神
地
先
に
は
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
併
設
の
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
も
計
画

さ
れ
、
広
域
的
な
交
通
拠
点
に
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。
道
路
整
備
は
快
適
な

暮
ら
し
の
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域

の
活
性
化
を
図
る
大
切
な
も
の
で
す
。
町

内
の
道
路
は
、
平
成
23
年
度
末
現
在
で
、

国
道
、
県
道
を
含
め
て
１
、５
１
０
路
線

か
ら
な
り
、
総
延
長
は
５
５
１
･
７
㎞

で
す
。
生
活
道
路
で
あ
る
町
道
の
舗
装
、

改
良
、
新
設
な
ど
の
整
備
に
も
力
を
注
い

で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
土
交
通
省
と
小
山
町
は
平
成

16
年
度
に
道
の
駅
「
ふ
じ
お
や
ま
」
を
国

道
２
４
６
号
用
沢
地
先
に
、
平
成
23
年

度
に
は
道
の
駅
「
す
ば
し
り
」
を
国
道

１
３
８
号
須
走
地
先
に
開
設
し
ま
し
た
。

清
ら
か
で

豊
か
な
水

安
全
な
水
・

適
切
な
汚
水
処
理

便
利
で

快
適
に

❶

❷

❸

に
、
水
源
の
確
保
、
水
の
安
定
供
給
を
進

め
て
い
き
ま
す
。
平
成
23
年
度
の
町
営
水

道
使
用
量
は
、
日
量
９
、６
７
８
㎥
で
し

た
。

　

河
川
の
水
質
保
全
を
図
る
た
め
に
、
平

成
11
年
に
須
走
地
区
で
下
水
道
が
供
用
開

始
に
な
り
ま
し
た
。
汚
水
だ
け
を
処
理
場

に
運
ぶ
分
流
式
の
下
水
道
で
す
。
ま
た
、

下
水
道
の
な
い
区
域
に
は
、
合
併
処
理
浄

化
槽
の
設
置
を
奨
励
し
、
補
助
金
を
交
付

し
て
い
ま
す
。



100年前

50年前

現　在

21 100th  Oyama

close up Oyama

BEFORE AFTER
おやま今・むかし

INTERVIEW
町民 インタビュー

　富士山須走口の登山ルートは、森林限界が高いため高山植物
を楽しみながら登り、違うルートを下るという変化に富んだ登
山を楽しめます。首都圏からのアクセスが良いため関東方面か
ら外国人も多数訪れ、特に最近は、中国や韓国のお客さんが急
増しました。富士山にいると、国際情勢や健康ブームなど、社
会情勢も良くわかります。
　富士山から小山町は、観光だけでなく水や豊かな心など、多
くの恩恵を受けています。その富士山も、地球温暖化などの影
響で荒れてしまっています。今を生きる人たちが、できること
をやっていくことが大切です。
　そして、これからを担う子どもたちには、どうやったら守れ
るのかを考えて欲しい。富士山のことを子どもたちに伝えてい
くことも、わたしたちの大切な役割です。富士山に感謝！

　富士山須走口五合目は、標高約2,000ｍ。夏の登山シーズン
はたくさんの登山者でにぎわいます。
　五合目から片道20分程度の小富士（標高1,979ｍ）ハイキン
グは、鳥のさえずりを聞き、植物を見ながら富士山の自然を気
軽に楽しめる、人気のハイキングコースです。

米山　千
ち

晴
はる

さん（上本町）

『
富
士
山
か
ら
の
恩
恵
を

　
　
　
　

引
き
継
ぐ
た
め
に
』

　須走冨士浅間神社の門前町として栄えてきた須走のメインス
トリート。富士登山者のための旅館や商店が立ち並び、地域の
中心地を形成しています。
　現在、富士浅間神社春まつりや富士山開山式の際には、盛大
にパレードが開催されています。
　写真は、馬車鉄道があった100年前（1906年撮影）のよう
すと、50年前の同じ場所。現在とは大きく印象が変わってい
ます。

【 須走本通り 】



22100th  Oyama

CLOSE UP
健
や
か
で
、安
ら
げ
る
ま
ち
。

❶

第４次小山町
総合計画から



❶交通安全・防火パレー
ドで火の用心を呼び掛
ける
❷健康フェスタのはい
はいグランプリの出走
を待つ赤ちゃんたち
❸明倫地区体育大会で
の玉入れ
❹三世代ふれあいの日
でチームを応援する園
児たち

23 100th  Oyama

close up Oyama

　

誰
も
が
安
心
し
て
健
康
に
過
ご
せ
る
ま

ち
を
目
指
し
て
、
医
療
費
の
助
成
や
医
療

機
関
と
の
連
携
、
医
療
体
制
の
充
実
を
図

り
ま
す
。

　

疾
病
の
予
防
は
、
乳
幼
児
か
ら
高
齢
者

ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
た
健
診
制
度
を

体
系
的
に
充
実
さ
せ
て
、
早
期
発
見
・
早

期
治
療
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

町
民
皆
さ
ん
の
健
康
増
進
の
た
め
に
、

特
定
健
康
診
査
の
受
診
率
向
上
や
地
域
で

　

医
療
の
発
達
、
平
均
寿
命
の
伸
び
と
と

も
に
、
小
山
町
で
も
高
齢
化
が
進
ん
で
い

ま
す
。
平
成
23
年
度
末
の
65
歳
以
上
は

４
、７
４
６
人
で
、高
齢
化
率
は
23
･
５
％

　

未
婚
化
・
晩
婚
化
の
進
行
や
出
生
率
の

低
下
か
ら
少
子
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
中

学
生
ま
で
の
医
療
費
の
無
料
化
や
保
育
制

度
の
充
実
、放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
整
備
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
の

推
進
な
ど
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援

を
し
て
、
子
ど
も
を
生
み
育
て
や
す
い
環

境
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

の
健
康
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

　

ま
た
、
小
学
校
区
ご
と
の
医
療
機
関
を

継
続
し
て
確
保
し
、
誰
も
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
環
境
の
充
実
を
図
り
ま

す
。

健
康づ

く
り

支
え
あ
う

福
祉

安
心
し
て

育
て
る

❹

❷

❸

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
要
支
援
・
要

介
護
者
数
は
増
加
し
て
い
て
、
介
護
予
防

の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
平
成
23

年
度
末
の
要
介
護
認
定
者
数
は
７
２
３
人

で
、
介
護
保
険
制
度
施
行
当
初
に
比
べ
て

約
２
倍
に
な
っ
て
い
ま
す
。
要
介
護
認
定

者
数
が
さ
ら
に
増
え
て
い
く
中
で
、
要
介

護
状
態
と
な
ら
な
い
た
め
の
健
康
づ
く
り

や
生
き
が
い
の
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が

で
き
る
体
制
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

　

小
山
町
で
は
平
成
21
年
度
に
「
第
３
次

小
山
町
障
害
者
計
画
」
と
「
第
２
期
小
山

町
障
害
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
互
い
に

人
格
と
個
性
を
尊
重
し
て
支
え
あ
う
社
会

の
実
現
を
目
指
し
て
い
ま
す
。



❶消防出初式に参列す
る女性消防団「ふじに
こ隊」
❷町内幼稚園・保育園で
行われる交通安全教室
❸登校時に交通安全を
呼び掛ける街頭指導
❹訓練中の消防職員

24100th  Oyama

　

小
山
町
は
、
過
去
、
昭
和
47
年
、
54

年
、
57
年
の
台
風
災
害
、
そ
し
て
平
成
22

年
９
月
８
日
に
は
、
台
風
９
号
に
伴
う
時

間
雨
量
１
０
０
㎜
を
超
え
る
集
中
豪
雨
に

よ
る
災
害
で
、
河
川
の
氾
濫
、
決
壊
に
よ

る
住
宅
・
農
地
被
害
、
道
路
崩
落
、
土
砂

崩
れ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
大
き

な
被
害
を
こ
う
む
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う

し
た
過
去
の
経
験
と
、
小
山
町
の
地
理
的

条
件
を
踏
ま
え
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
防
災
意

　

小
山
町
で
は
平
成
14
年
に
施
行
さ
れ
た

「
小
山
町
生
活
安
全
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
」

に
基
づ
き
、
小
山
町
生
活
安
全
の
ま
ち
づ

く
り
推
進
協
議
会
を
設
置
し
、
町
民
、
地

区
防
犯
団
体
、
警
察
な
ど
と
連
携
を
図
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
交
通
安
全
の
面
で
は
広
域
観
光

地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
町
外
の
ド
ラ
イ

バ
ー
が
交
通
事
故
の
第
一
当
事
者
に
な
る

割
合
が
高
く
、
流
入
車
両
に
対
す
る
交
通

安
全
対
策
が
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
交
差
点
の
改

良
や
歩
道
の
設
置
、
道
路
標
識
や
カ
ー
ブ

ミ
ラ
ー
な
ど
の
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

　

小
山
町
の
消
防
と
救
急
業
務
は
、
ご
み

や
し
尿
処
理
と
同
様
に
、
御
殿
場
市
・
小

山
町
広
域
行
政
組
合
で
行
っ
て
い
ま
す
。

御
殿
場
消
防
署
に
は
高
さ
36
ｍ
の
ハ
シ
ゴ

付
き
消
防
ポ
ン
プ
車
を
は
じ
め
、
化
学
消

防
車
や
水
槽
車
な
ど
の
特
殊
な
車
輌
を
配

備
し
、
24
時
間
体
制
で
町
民
の
生
活
を

守
っ
て
い
ま
す
。
町
内
に
は
小
山
消
防
署

と
須
走
分
署
が
あ
り
、
火
災
や
救
急
に
備

え
て
い
ま
す
。

災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り

安
心
し
て

暮
ら
す

❶

❸

❷

❹

識
を
高
め
て
、
町
内
に
あ
る
40
の
自
主
防

災
組
織
の
育
成
や
、
助
け
合
え
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
取
り
組
み
、
自
主
防
災

組
織
、
消
防
団
、
自
衛
隊
、
消
防
署
と
連

携
し
て
充
実
し
た
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。

　

ま
た
、
計
画
的
な
治
山
治
水
事
業
や
急

傾
斜
地
に
お
け
る
土
砂
災
害
対
策
を
推
進

し
て
い
き
ま
す
。
防
災
マ
ッ
プ
の
作
成
、

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
各
戸

に
配
布
さ
れ
て
い
る
防
災
行
政
無
線
の
整

備
に
努
め
ま
す
。



50年前

現　在

25 100th  Oyama

close up Oyama

BEFORE AFTER
おやま今・むかし

INTERVIEW
町民 インタビュー

　オスとメスの区別もできずに始めたホタルの飼育。インター
ネットや、足柄小学校の小原教頭先生（当時）にも教わりなが
ら育ててきました。今では、自宅横のビオトープに4～50匹の
ホタルが飛び交い、町外からも多くの人が見に来てくれます。
「冥土の土産に見に来た」なんて言う人も。この取り組みを通じ、
人と人とのつながりのすばらしさを実感しています。
　小山町は、首都圏からのアクセスも良く、水と緑が豊かで、
子どもを育てるには最高の場所です。たくさんの人が訪れ、良
さを知り、住んでもらいたい。そのための情報発信の重要性も
感じています。
　小山町の子どもたちには、もっと自然の中に入って、どんな
環境でも生き抜くたくましさを持ってほしいと思います。金太
郎のように！

小見山　公
きみ

男
お

さん　　　　

都
と

美
み

子
こ

さん（桑木）

『
子
ど
も
を
育
て
る
に
は

　
　
　
　
　

最
高
の
場
所
』

　昭和36年４月17日に撮影された春の小山町。場所は、佐野
川バス停から一色バス停に登る国道２４６号（現在の県道沼津
小山線）の道路わき。題名は「バスが行く」。写真の説明には、「小
山町観光協会　準特選作品」とあります。
　現在の国道246号が開通する10年以上前で、バスの形、か
やぶきの家、着物姿の女性などが50年の歳月を物語ります。
　撮影者は、一色の鈴木仁さん。カメラは「ミノルタＡ５」と
記録されています。

　現在の写真と比較すると、道路の両側には歩道が設置され、
電柱が立ち並んでいます。バス会社は現在も同じ「富士急行」。
１時間に１～２本が運行されています。

【 バスが行く 】

　平成24年３月、町でも生涯学習センターの多目的広場
北側に、「ホタルの里」を整備しました。専門家の指導の下、
小山町建設業組合の皆さんがボランティアで作業に参加。
ホタルの幼虫が生息できる環境を整え、幼虫を放流しまし
た。６月中旬には、第１号のホタルを確認しています。
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CLOSE UP
誰
も
が
輝
く
、い
き
い
き
と
し
た
ま
ち
。

❶

第４次小山町
総合計画から



❶小学校の運動会で騎
馬戦の真剣勝負
❷町民文化祭で練習の
成果を発揮
❸地区対抗で戦う町民
スポーツ祭
❹昼休み時間はグラウ
ンドで元気に遊ぶ
❺平成23年全国中学校
駅伝大会に初出場９位
の小山中男子駅伝部

27 100th  Oyama

close up Oyama

　

町
民
一
人
ひ
と
り
が
生
涯
に
わ
た
り
主

体
的
に
学
び
、
豊
か
で
充
実
し
た
人
生
を

送
れ
る
よ
う
に
、
生
涯
学
習
を
推
進
し
ま

す
。
自
主
文
化
事
業
や
各
種
趣
味
教
室
、

講
演
会
、
体
験
学
習
な
ど
学
習
の
機
会
を

提
供
し
ま
す
。
ま
た
、
文
化
団
体
を
育
成

し
て
、
連
携
を
図
り
、
町
民
文
化
祭
な
ど

学
習
成
果
の
発
表
の
場
を
充
実
さ
せ
ま

す
。

　

図
書
館
で
は
、
子
ど
も
の
読
書
離
れ
が

危
惧
さ
れ
る
中
、
幼
少
時
か
ら
読
書
習
慣

　

町
内
に
は
、
幼
稚
園
４
園
、
保
育
園
４

園
と
、
小
学
校
５
校
、
中
学
校
３
校
が
あ

り
ま
す
。

　

平
成
24
年
５
月
１
日
現
在
の
各
施
設
の

児
童
・
生
徒
数
は
、
幼
稚
園
３
２
７
人
、

保
育
園
３
３
８
人
、
小
学
校
１
、０
７
２

人
、
中
学
校
５
６
２
人
で
す
。
特
別
支
援

学
級
は
小
学
校
４
学
級
、
中
学
校
４
学
級

設
置
し
て
い
ま
す
。

　

知
・
徳
・
体
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
育
て
る

教
育
が
必
要
で
、「
生
き
る
力
」
を
育
む

教
育
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
が
、
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
よ
う
に
、
地
域
ぐ
る
み
で
の
見
守

り
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
の
方
々
に
学
校
行
事
に
積

極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
魅
力
あ
る

協
働
に
よ
る
学
校
づ
く
り
に
も
取
り
組
ん

で
い
き
ま
す
。

　

小
山
町
で
は
、
昭
和
30
年
に
須
走
小
学

校
で
給
食
が
始
ま
っ
て
以
降
、
中
学
校
ま

で
、
学
校
単
独
方
式
の
給
食
が
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。育
ち
盛
り
の
子
ど
も
た
ち
に
、

地
元
の
食
材
を
取
り
入
れ
た
給
食
を
提
供

し
て
、
望
ま
し
い
食
習
慣
や
食
生
活
が
身

に
つ
く
よ
う
に
指
導
し
て
い
ま
す
。

を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
、
お
は
な
し
の
会

や
児
童
講
演
会
な
ど
を
充
実
さ
せ
て
い
き

ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
文
化
に
親
し
み
、
伝
統
文

化
を
継
承
し
、郷
土
愛
を
深
め
る
た
め
に
、

文
化
財
や
郷
土
に
つ
い
て
の
学
習
を
推
進

し
ま
す
。

　

町
民
が
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
め
る

よ
う
に
各
種
ス
ポ
ー
ツ
教
室
な
ど
、
誰
も

が
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
を
充
実
さ
せ
ま

す
。
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を

通
じ
て
、
心
身
が
健
康
に
な
り
、
地
域
の

一
体
感
や
活
力
の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

文
化
の
薫
り

高
く

生
き
る
力
を

育
む

❹

❺

❷

❸



❶富士紡績第１・２工
場跡地には新たな工場
が進出
❷ハウス栽培「金太郎
トマト」の初食味会
❸北郷地区に広がる初
夏の水田
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小
山
町
は
小
山
、
北
郷
、
足
柄
、
須
走

の
４
つ
の
地
域
ご
と
に
商
店
街
を
含
む
市

街
地
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
、

近
隣
市
町
の
商
業
力
を
受
け
て
消
費
者
が

流
出
し
て
い
ま
す
。
町
民
の
多
く
は
長
年

に
わ
た
り
小
山
町
に
住
み
、
今
後
も
住
み

　

小
山
町
の
工
業
の
起
源
は
、
明
治
29
年

に
富
士
紡
績
が
操
業
を
開
始
し
た
こ
と
に

始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
富
士
紡
績
の
従
業

員
は
１
万
人
余
り
を
数
え
、
小
山
町
は
富

士
紡
績
と
と
も
に
栄
え
ま
し
た
。

　

昭
和
62
年
に
32
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
富
士
小

山
工
業
団
地
、
平
成
２
年
に
は
21
・
９
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
富
士
小
山

が
完
成
し
ま
し
た
。

　

富
士
紡
績
に
よ
る
「
紡
績
の
町
」
か
ら

先
端
技
術
を
有
す
る
企
業
の
進
出
に
よ
っ

て
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
町
」
へ
と
変
化
を

遂
げ
て
き
て
い
ま
す
。

　

小
山
町
で
は
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た

農
業
の
振
興
に
努
め
て
い
ま
す
。
水
稲
に

つ
い
て
は
、
全
国
米
コ
ン
テ
ス
ト
の
上
位

入
賞
な
ど
「
う
ま
い
米
づ
く
り
」
へ
の
取

り
組
み
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
水
掛
け
菜

や
ワ
サ
ビ
な
ど
の
品
質
向
上
を
図
り
、
町

内
の
農
産
物
の
地
産
地
消
を
推
進
し
ま

す
。
一
方
で
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
担

い
手
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
次
代
を
担
う

農
業
者
を
育
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
森
林
の
持
つ
水
源
か
ん
養
や
地
球
温

暖
化
の
防
止
な
ど
の
機
能
を
高
め
る
た

め
、
山
地
災
害
の
復
旧
、
予
防
対
策
及
び

森
林
の
整
備
を
す
す
め
ま
す
。
併
せ
て
、

木
質
ペ
レ
ッ
ト
の
導
入
な
ど
間
伐
材
の
積

極
的
な
活
用
を
促
進
し
ま
す
。

に
ぎ
わ
う

商
店
街
を

富
士
紡
績
と
と
も
に

栄
え
た
ま
ち

地
域
の
特
性
を

生
か
し
た
農
林
業

❶

❷

❸

　

し
か
し
、
近
年
は
既
存
企
業
の
製
造
部

門
の
縮
小
や
撤
退
に
よ
り
、
町
内
工
業
団

地
の
空
洞
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
企

業
誘
致
を
積
極
的
に
行
い
、
用
地
の
有
効

活
用
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

続
け
た
い
要
望
を
持
っ
て
い
ま
す
。
商
店

街
の
に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
す
た
め
、
集
客

イ
ベ
ン
ト
や
企
業
支
援
、
商
業
後
継
者
の

育
成
な
ど
を
商
工
会
と
連
携
し
て
行
っ
て

い
き
ま
す
。



65年程前

現　在
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BEFORE AFTER
おやま今・むかし

INTERVIEW
町民 インタビュー

　小山町文化連盟の会長を今年度から務めることとなり、今ま
で先輩方から受け継がれてきた小山町の文化を大切にしたいと
いう思いが強くなりました。文化連盟は分野が広く、それぞれ
どんなことをしているのか知らない人が多いと思います。お互
いの活動の中身を知り合いながら、そして、たくさんの町民の
皆さんと一緒に楽しむことができたらいいなと思っています。
　わたしが所属する小山町民踊愛好会は、今年で45周年を迎
え、130人以上の会員が民踊を楽しんでいます。昔から町民に
親しまれている「金時おどり」を、子どもからお年寄りまで、もっ
と多くの方々に踊ってほしいと思っています。金太郎生誕の地
のひとつの文化として、小山町のみんなが輪になって踊ったら、
人の和が広がり、さらに文化の輪が広がると思います。

　平成21年10月25日に、小山町総合文化会館金太郎ホールで
開催された第24回国民文化祭・しずおか2009「民謡・民舞の
祭典」では、そのフィナーレを民踊、邦楽、洋楽の団体による
金時おどりで、華々しく締めくくりました。

渡邊　光
みつ

子
こ

さん（大御神）

『
み
ん
な
で
輪
に
な
り
、

　
　
　
　
　
　

和
を
広
げ
る
』

　明治22年２月１日、東海道鉄道の駅として「小山駅」が開
業しました。明治42年に東海道本線に名称が変わった後、小
山町制が施行される１カ月前の明治45年７月１日、「駿河駅」
になりました。昭和27年１月１日に、現在の「駿河小山駅」
に改められるまでの間、内外の人々に親しまれてきた駅名です。
　現在、駿河小山駅の前後にある「足柄」「谷峨」の両駅が開
業したのは昭和22年のことなので、写真はそれ以前のもので
あることがわかります。

　現在のＪＲ御殿場線「駿河小山駅」。昭和43年に駅舎が改
築され、同年７月１日には、御殿場線が全面電化され、現在
の形になりました。
　平成24年３月17日から、駿河小山駅は無人駅となりまし
た。

【 駿河駅（駿河小山駅） 】
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CLOSE UP
手
と
手
を
つ
な
ぐ
ま
ち
。

❶

第４次小山町
総合計画から



❶まちの将来を考える
中学生未来会議
❷富士山ネットワーク
会議の会場となった豊
門会館の説明を受ける、
近隣市の市長と小山町
長
❸役場本庁の住民課窓
口
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日
常
生
活
圏
が
広
が
っ
て
い
き
、
生
活

様
式
も
多
様
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
治
体

運
営
に
つ
い
て
も
広
域
的
な
対
応
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
効
率
的
な
行
政

運
営
や
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
向
け

て
、
広
域
連
携
に
よ
る
取
り
組
み
も
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
小
山
町
は
、御
殿
場
市
・

小
山
町
広
域
行
政
組
合
を
は
じ
め
、
住
民

票
や
印
鑑
証
明
の
広
域
窓
口
サ
ー
ビ
ス
、

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
事
務
な
ど
に
つ

い
て
、
周
辺
市
町
と
の
連
携
を
進
め
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
小
山
町
、
富
士
市
、
富

　

長
引
く
景
気
の
低
迷
や
社
会
保
障
関
係

費
の
増
加
、
町
税
や
国
・
県
の
補
助
金
の

減
少
な
ど
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
は
財
政

基
盤
の
安
定
性
を
失
い
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

小
山
町
で
も
、
自
主
財
源
で
あ
る
町
税

を
は
じ
め
、
交
付
金
の
減
少
な
ど
で
厳
し

い
財
政
運
営
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
町
は
基
金
の
取
り
崩
し
な
ど
で
、
町

民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
よ
う
、
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
22
年
の
台
風
９
号
の
集
中

豪
雨
に
よ
る
甚
大
な
被
害
に
対
す
る
災
害

復
旧
費
も
大
き
く
、
財
政
調
整
基
金
を
充

て
て
対
応
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
自
主
財
源
の
確
保
や
経
費
の
削

減
、
公
債
費
の
抑
制
な
ど
に
よ
り
自
主
・

自
立
し
た
財
政
基
盤
の
確
立
を
目
指
し
ま

す
。
ま
た
、
事
業
に
つ
い
て
は
町
民
と
意

見
交
換
す
る
機
会
を
増
や
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
が
で
き
る
こ
と
を
協
力
し
あ
う
体
制
づ

く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

士
宮
市
、
御
殿
場
市
、
裾
野
市
の
４
市
１

町
に
よ
る「
富
士
山
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
議
」

や
、
小
山
町
、
御
殿
場
市
、
裾
野
市
に
よ

る
「
２
市
１
町
広
域
連
携
研
究
会
」
な
ど

で
、
そ
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
広
域
連

携
、市
町
村
合
併
に
関
心
が
あ
る
も
の
の
、

市
町
村
合
併
に
は
消
極
的
な
傾
向
が
見
ら

れ
ま
し
た
。
広
域
連
携
に
は
あ
る
程
度
積

極
的
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

広
域
的
な
行
政
課
題
へ
の
対
応
や
共
同

処
理
に
よ
る
行
政
運
営
の
効
率
化
を
図
る

た
め
、
さ
ら
な
る
自
治
体
相
互
の
連
携
を

強
化
し
て
拡
充
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

広
域
連
携
を

推
進

健
全
な

財
政
運
営

❷

❸



❶指定管理者により運
営されている道の駅「す
ばしり」
❷災害現場で行われた
出前講座（町民井戸端
会議）
❸ボランティアによる
富士箱根トレイルへの
道標設置
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地
方
分
権
の
推
進
に
よ
り
、地
方
の「
自

己
決
定
」「
自
己
責
任
」
の
範
囲
が
拡
大

し
て
、
真
の
自
立
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
地
方
分
権
、
地
域
主
権
型
社

会
の
進
展
に
伴
い
、
地
方
は
自
ら
活
力
を

高
め
、
創
意
工
夫
に
よ
る
地
域
づ
く
り
を

行
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

行
政
へ
の
需
要
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
、

多
様
化
し
て
い
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た

め
事
務
事
業
の
整
理
、
合
理
化
、
行
政
の

ス
リ
ム
化
と
と
も
に
、
町
民
に
参
画
し
て

も
ら
う
行
政
運
営
が
課
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

小
山
町
で
も
業
務
の
民
間
委
託
化
や
人

　

地
方
自
治
体
の
「
自
己
決
定
」「
自
己

責
任
」
に
よ
る
運
営
が
問
わ
れ
る
今
、「
開

か
れ
た
行
政
」
と
「
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
」
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

小
山
町
で
は
、
町
民
・
団
体
・
企
業
と

行
政
が
と
も
に
知
恵
を
出
し
合
い
、
ま
ち

づ
く
り
を
行
っ
て
い
く
よ
う
に
、
地
域
社

会
の
一
体
感
を
醸
成
す
る
活
動
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の
支
援
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
町
民
と
行
政
が
と
も
に
学
習
し

た
り
、
町
民
の
声
を
広
く
町
政
に
生
か
す

た
め
に
、
町
長
や
役
場
職
員
が
地
域
に
出

向
く
出
前
講
座
、
職
員
の
地
域
担
当
制
度

な
ど
を
平
成
24
年
１
月
か
ら
設
け
ま
し

た
。
こ
れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
町
民

自
ら
が
地
域
の
課
題
を
解
決
し
て
、
住
み

よ
い
地
域
づ
く
り
が
進
む
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
透
明
性
の
高
い
行
政
運
営
に

向
け
て
積
極
的
に
情
報
公
開
を
推
進
し
ま

す
。「
広
報
お
や
ま
」
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
の
充
実
を
図
り
、
町
民
が
情
報
を
発

信
し
や
す
い
広
聴
の
仕
組
み
づ
く
り
に
も

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

効
率
的
な

行
政
運
営

協
働
と

共
創

❶

❷

❸

件
費
の
抑
制
な
ど
、
行
政
運
営
の
効
率
化

に
努
め
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
今
後
も
急
速
な
少
子
高
齢
化

な
ど
に
よ
る
行
政
需
要
の
増
大
が
見
込
ま

れ
て
い
て
、
行
政
改
革
を
着
実
に
進
め
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
事
業
の

廃
止
や
統
合
を
行
い
、
行
政
評
価
シ
ス
テ

ム
を
導
入
し
て
、
絶
え
ず
事
務
事
業
の
効

率
化
・
改
善
を
し
て
い
き
ま
す
。
町
民
理

解
の
も
と
に
町
民
本
位
の
行
政
運
営
を
進

め
ま
す
。
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close up Oyama

BEFORE AFTER
おやま今・むかし

INTERVIEW
町民 インタビュー

　関東大震災で半壊するなど、傷みのひどい初代庁舎建て替え
のため、昭和６年７月30日、敷地1,319㎡を買収、建設工事に
入り、昭和７年11月13日、二代目庁舎が落成しました。
　県下きっての近代的建物として登場した庁舎は以後約半世
紀、昭和56年11月、建て替えのため取り壊されるまで、町の
シンボルとして存在し続けました。

　現在の小山町役場庁舎は三代目。二代目庁舎が解体された
あと昭和56年12月から建設に着手し、翌57年11月30日に
完成しました。地上４階、地下１階建ての新庁舎は、町の新
たなシンボルとなり、この年の町制70周年を彩りました。

　わたしが子どもだった昭和40年代、小山には人があふれ、
町全体に活気がありました。祭りや運動会など、とても楽しかっ
た思い出があります。でも、いつの間にか元気のない町になっ
てしまいました。そこで、20年ほど前に商工会青年部の仲間
と「小山の夏まつりを復活させよう」という話で盛り上がり、
勢いでまつりを開催。恒例となったタイヤチューブの川下り「お
やまDEどんぶらこ」にもつながっています。
　若者には、何ごとにも恐れず突き進む勢いがあります。今の
若者にも、イベントの企画・運営により、仲間と達成感を分か
ち合うようなことをやってほしいと思います。
　また、子どもたちが自然に触れる体験ができる場所を作りた
いと思い、10年ほど前からイタヤカエデを山に植えたり、釣
り場整備の夢も持っています。いつの時代も主役は子ども。
100年後の小山町で、子どもたちが豊かな自然の中を、目にし
た木や花の名前を言いながら歩いている。そんなふうになって
いたらいいなと思います。

　「おやまDEどんぶらこ」と同時に開催された魚のつかみ取
りも、子どもたちに大人気。川に入り、自分の手で魚を触るこ
とが少なくなった現在の子どもたちに、「やってみなければわ
からないことを経験させたい」という思いで行いました。

山橋　弘
ひろ

幸
ゆき

さん（小山２区）

『
今
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
、

　
　
　
　
　

主
役
は
子
ど
も
』

【 小山町役場庁舎 】
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❶大正元年
　町制記念式典
❷小山町発足当時の役場
❸大正３年
　水害による鮎沢川護岸復旧工事
❹大正９年
　当時の東海道線（現在の御殿場線）を
　走るＳＬ
❺富士紡績の工場

西　

暦

元　

号

月　

日

記　
　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　
　

１
９
１
２

大
正
元
８
月
１
日

六
合
村
、
菅
沼
村
が
合
併
し
て
町
制
施
行
。
小
山
町
が
誕
生
。

12
月
29
日

区
長
設
置
規
則
を
制
定
。
町
内
９
区
に
区
長
、
区
長
代
理
者
を
置
く
。

１
９
１
３

大
正
２
１
月
12
日

消
防
組
を
組
織
。
町
内
に
９
部
を
設
置
。

１
月
25
日

成
美
、
菅
沼
に
実
業
補
修
学
校
を
設
置
。

１
９
１
４

大
正
３
４
月
13
日

落
合
宮
の
台
に
隔
離
病
舎
を
設
置
す
る
。

６
月
１
日

富
士
紡
績
社
長
の
和
田
豊
治
氏
か
ら
町
制
施
行
を
記
念
し
て
寄
贈
さ
れ
た

株
式
１
０
０
株
を
、
特
別
基
本
財
産
管
理
規
程
で
管
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

６
月
１
日

富
士
紡
績
第
５
工
場
（
綿
布
）
が
創
業
。

８
月
13
日

台
風
が
襲
来
し
、
大
き
な
被
害
が
出
る
。

８
月
23
日

第
１
次
世
界
大
戦
が
勃
発
。
日
本
は
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
、
小
山
町
か

ら
21
人
が
召
集
さ
れ
る
。

１
９
１
５

大
正
４
11
月
20
日

富
士
見
橋
が
落
成
。

１
９
１
７

大
正
６
３
月
20
日

菅
沼
中
央
道
路
が
開
通
。

９
月
30
日

台
風
が
襲
来
し
、
大
き
な
被
害
が
出
る
。
１
９
１
４
年
に
次
い
で
大
き
な

被
害
が
出
る
。

１
９
１
８

大
正
７
８
月
３
日

米
価
暴
落
。
町
で
は
篤
志
者
か
ら
募
金
を
集
め
、
救
済
に
努
め
た
。

１
９
１
９

大
正
８
６
月
20
日

生
土
の
城
山
下
道
路
改
良
工
事
が
完
成
。

７
月
12
日

小
山
字
幕
下
に
避
難
所
（
１
、０
２
４
㎡
）
を
設
置
。

１
９
２
０

大
正
９
10
月
１
日

第
１
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
７
、５
３
６
人
、
世
帯
数
２
、９
８
６
戸
。

１
９
２
１

大
正
10
10
月
１
日

中
島
の
滝
の
前
町
道
が
完
成
。

11
月
15
日

消
防
組
を
３
部
制
に
改
正
。

12
月
11
日

落
合
に
小
山
藤
曲
郵
便
局
が
開
設
さ
れ
る
。

１
９
２
２

大
正
11
８
月
12
日

方
面
委
員
制
度
を
制
定
。

１
９
２
３

大
正
12
３
月
22
日

小
山
藤
曲
郵
便
局
の
付
近
で
大
火
事
。
全
焼
52
戸
、
２
３
０
人
が
罹
災
。

８
月
14
日

成
美
、
菅
沼
両
校
に
町
立
図
書
館
を
設
置
。

９
月
１
日

午
前
11
時
58
分
、
関
東
大
震
災
。
震
度
６
の
揺
れ
で
県
下
最
大
の
被
害
。

１
９
２
４

大
正
13
10
月
１
日

普
通
選
挙
制
度
と
な
っ
て
初
め
て
の
選
挙
と
な
る
町
議
会
議
員
選
挙
。

１
９
２
５

大
正
14
３
月
30
日

町
営
住
宅
を
、
菅
沼
に
８
戸
、
久
保
河
原
に
13
戸
建
設
。

５
月
10
日

大
正
天
皇
御
成
婚
25
年
記
念
事
業
と
し
て
、
鮎
沢
川
沿
い
に
吉
野
桜

２
５
０
本
を
植
樹
。

10
月
１
日

第
２
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
９
、１
０
５
人
、
世
帯
数
３
、３
０
３
戸
。

10
月
15
日

関
東
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
富
士
紡
績
小
山
工
場
が
完
全
復
旧
。

１
９
２
６

大
正
15
３
月
27
日

御
殿
場
町
ほ
か
３
カ
町
村
で
道
路
組
合
を
設
置
。

４
月
１
日

腸
チ
フ
ス
流
行
地
に
指
定
。

５
月
16
日

豊
門
会
館
が
落
成
。
和
田
豊
治
氏
遺
徳
碑
を
建
立
。

６
月
28
日

部
落
有
財
産
が
林
野
統
一
さ
れ
る
。

T
H

E
 

H
I

S
T

O
R

Y
 

O
F

 
O

Y
A

M
A

お
や
ま
の
歴
史

　

静
岡
県
の
北
東
端
に
位
置
し
、
富
士
山
の
ふ
も
と
の
寒
村
だ
っ
た
六

合
村
と
菅
沼
村
は
、
東
海
道
線
の
開
通
と
富
士
紡
績
の
操
業
に
よ
り
、

明
治
の
終
わ
り
に
大
き
く
発
展
し
、
小
山
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、
小
山
町
が
誕
生
し
て
か
ら
の
１
０
０
年
間
を
振
り
返
り
ま
す
。

❶

❸

❺

❷

❹
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❶大正12年
　関東大震災の惨状
❷大正15年
　豊門会館落成式
❸昭和２、３年頃の駿河小山駅前通り
❹昭和２年　落合橋の落成式
❺昭和初期に建立されたまさかり
　（戦争のため昭和16年に供出）
❻昭和７年　役場庁舎（二代目）落成
❼昭和８年　音渕通り商店街

西　

暦

元　

号

月　

日

記　
　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　
　

６
月
30
日

駿
東
郡
役
所
が
廃
止
。

７
月
１
日

成
美
、
菅
沼
両
校
に
青
年
訓
練
所
を
併
置
す
る
。

１
９
２
７

昭
和
２
10
月
11
日

落
合
橋
が
落
成
。

１
９
２
８

昭
和
３
５
月
９
日

中
国
山
東
省
済
南
府
に
戦
乱
が
起
き
る
。
動
員
令
で
小
山
町
か
ら
33
人
が

召
集
さ
れ
る
。
11
月
に
復
員
。

８
月
19
日

台
風
が
襲
来
し
、
六
合
橋
を
は
じ
め
と
し
た
橋
梁
、
そ
の
ほ
か
田
畑
、
山

林
に
大
き
な
被
害
が
出
る
。

10
月
30
日

駿
河
中
野
線
道
路
組
合
を
設
置
。

１
９
２
９

昭
和
４
４
月
24
日

警
部
補
派
出
所
庁
舎
を
富
士
紡
か
ら
町
に
、
さ
ら
に
県
有
に
移
管
す
る
。

１
９
３
０

昭
和
５
２
月
26
日

成
美
・
菅
沼
両
校
に
併
置
し
て
い
た
青
年
訓
練
所
を
成
美
小
学
校
内
に
移

し
、
小
山
町
青
年
訓
練
所
と
改
称
。

２
月
27
日

税
制
改
正
を
行
い
、
戸
数
割
を
廃
止
し
て
、
家
屋
税
付
加
税
に
改
め
る
。

５
月
28
日

成
美
尋
常
高
等
小
学
校
を
小
山
町
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
、
菅
沼
尋
常
高

等
小
学
校
を
小
山
町
第
二
尋
常
高
等
小
学
校
に
学
校
名
を
改
称
。

６
月
１
日

町
報
発
行
規
程
を
制
定
。
6
月
25
日
に
創
刊
号
を
発
行
。

９
月
16
日

小
山
菅
沼
郵
便
局
が
茅
沼
に
開
設
さ
れ
る
。

10
月
１
日

第
３
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
６
、９
１
６
人
。
世
帯
数
３
、２
１
３
戸
。

10
月
７
日

富
士
見
橋
、
六
合
橋
が
鉄
筋
橋
に
改
築
さ
れ
る
。

11
月
26
日

伊
豆
韮
山
付
近
で
大
地
震
が
起
こ
り
、
町
内
の
軍
人
、
青
年
団
、
消
防
団

が
救
援
に
出
動
。

１
９
３
１

昭
和
６
９
月
18
日

南
満
鉄
道
の
柳
条
溝
で
満
州
事
変
が
勃
発
。

１
９
３
２

昭
和
７
３
月
４
日

菅
沼
に
授
産
所
を
設
置
。

５
月
10
日

小
山
町
青
果
市
場
が
、
食
品
卸
売
市
場
と
し
て
菅
沼
で
営
業
を
開
始
。

５
月
31
日

小
山
町
ほ
か
１
カ
村
足
柄
三
保
線
道
路
組
合
が
で
き
る
。

11
月
13
日

小
山
町
役
場
庁
舎
（
二
代
目
）
が
落
成
。

11
月
14
日

台
風
が
襲
来
し
、
家
屋
全
半
壊
40
戸
、
非
住
家
被
害
41
戸
、
そ
の
他
学
校

な
ど
に
大
き
な
被
害
が
で
る
。

１
９
３
３

昭
和
８
２
月
18
日

茅
沼
区
で
大
火
。
36
戸
が
全
半
焼
す
る
。

７
月
29
日

音
淵
区
で
大
火
。
93
戸
が
全
焼
す
る
。

１
９
３
４

昭
和
９
５
月
５
日

音
淵
区
で
大
火
。
銀
行
通
り
17
戸
が
全
半
焼
す
る
。

５
月
30
日

金
時
公
園
を
設
置
す
る
た
め
、
中
島
区
内
に
１
３
、３
０
０
㎡
 の
用
地
を

買
収
す
る
。

12
月
１
日

東
海
道
本
線
が
丹
那
ト
ン
ネ
ル
開
通
に
よ
り
熱
海
経
由
と
な
り
、

沼
津
駅
〜
国
府
津
駅
間
は
御
殿
場
線
と
な
る
。

１
９
３
５

昭
和
10
４
月
14
日

金
時
公
園
が
開
園
。

10
月
１
日

第
４
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
５
、２
３
０
人
、
世
帯
数
２
、７
６
２
戸
。

❶❷❸

❹❺❻

❼
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西　

暦

元　

号

月　

日

記　
　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　
　

１
９
３
７

昭
和
12
１
月
25
日

生
土
区
で
火
災
。
富
士
紡
績
の
裏
門
付
近
の
12
戸
が
焼
失
。

２
月
24
日

奈
良
橋
の
産
業
道
路
が
完
成
。

７
月
７
日

盧
溝
橋
事
件
を
き
っ
か
け
に
日
中
戦
争
が
勃
発
。

８
月
26
日

応
召
軍
人
軍
属
、
家
族
後
援
会
が
結
成
さ
れ
る
。

９
月
４
日

防
護
団
、
国
防
婦
人
会
が
結
成
さ
れ
る
。

１
９
３
９

昭
和
14
４
月
１
日

銃
後
奉
公
会
が
結
成
さ
れ
る
。

５
月
27
日

消
防
団
を
警
防
団
に
改
組
す
る
。

１
９
４
０

昭
和
15
１
月
15
日

静
岡
大
火
（
静
岡
市
）。
町
内
の
軍
人
、警
防
団
、青
年
団
が
救
援
に
出
動
。

10
月
１
日

第
５
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
３
、９
１
２
人
、
世
帯
数
２
、３
４
５
戸
。

１
９
４
１

昭
和
16
２
月
11
日

大
政
翼
賛
会
小
山
支
部
が
結
成
さ
れ
る
。

４
月
１
日

第
一
・
第
二
尋
常
高
等
小
学
校
が
、
そ
れ
ぞ
れ
成
美
・
明
倫
国
民
学
校
に

改
称
さ
れ
る
。

５
月
５
日

落
合
橋
、
小
山
橋
、
小
山
厚
木
線
が
開
通
す
る
。

12
月
8
日

太
平
洋
戦
争
が
勃
発
。

12
月
11
日

菅
沼
区
か
ら
茅
沼
、
坂
下
、
谷
戸
、
大
脇
、
原
向
を
分
離
し
て
５
区
を
新

設
す
る
。

１
９
４
２

昭
和
17
８
月
24
日

北
郷
村
森
林
組
合
に
加
入
す
る
。

１
９
４
５

昭
和
20
７
月
30
日

米
軍
艦
載
機
の
空
襲
で
、
富
士
紡
を
は
じ
め
と
し
て
町
内
に
人
的
損
害
。

８
月
15
日

終
戦
。

１
９
４
６

昭
和
21
11
月
３
日

日
本
国
憲
法
公
布
。

１
９
４
７

昭
和
22
４
月
１
日

学
制
の
改
制
。
成
美
・
明
倫
国
民
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
成
美
・
明
倫
小
学
校

と
改
称
さ
れ
、
高
等
科
が
廃
止
さ
れ
る
。

４
月
１
日

学
校
組
合
立
の
小
山
中
学
校
を
設
置
。

４
月
17
日

地
方
自
治
法
公
布
。

４
月
28
日

小
山
中
学
校
が
開
校
。
成
美
小
、
明
倫
小
、
豊
門
青
年
学
校
の
各
校
舎
で

授
業
を
は
じ
め
る
。

10
月
１
日

臨
時
国
勢
調
査
。
人
口
１
６
、６
５
８
人
、
世
帯
数
２
、９
２
２
戸
。

10
月
31
日

警
防
団
を
解
散
し
、
消
防
団
を
設
置
す
る
。

１
９
４
８

昭
和
23
３
月
10
日

自
治
体
小
山
町
警
察
署
を
設
置
す
る
。

４
月
５
日

小
山
中
学
校
の
足
柄
分
校
を
開
校
。

９
月
１
日

県
立
御
殿
場
高
校
の
小
山
分
校
開
設
。

９
月
16
日

ア
イ
オ
ン
台
風
襲
来
。
河
川
や
橋
梁
に
大
き
な
被
害
。

１
９
４
９

昭
和
24
８
月
28
日

音
淵
区
で
大
火
。
全
半
焼
42
戸
、
非
住
家
全
半
焼
９
戸
、
７
人
が
重
軽
傷

を
負
う
。

８
月
31
日

キ
テ
ィ
台
風
襲
来
。

❶昭和10年
　金時公園開園
❷昭和13年
　横綱双葉山が大相撲興行
❸太平洋戦争中の出征兵士
❹昭和15年　湯船原に日の丸道場建設
❺昭和16年　国民学校に改称
❻米俵を積んで収穫を祝う用沢の人々
❼昭和17年　奉安殿
❽昭和22年　足柄駅開駅

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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11
月
５
日

小
山
中
学
校
校
舎
が
落
成
。

１
９
５
０

昭
和
25
４
月
14
日

落
合
区
で
大
火
。
18
戸
が
全
半
焼
す
る
。

４
月
22
日

成
美
小
学
校
で
大
火
。

10
月
１
日

第
７
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
６
、８
０
３
人
、
世
帯
数
２
、８
４
４
戸
。

１
９
５
１

昭
和
26
４
月
１
日

母
子
寮
「
富
士
見
寮
」
を
設
置
。

10
月
５
日

引
揚
者
住
宅
地
を
設
置
。

11
月
３
日

小
山
中
学
校
が
優
良
施
設
校
と
し
て
文
部
大
臣
か
ら
表
彰
さ
れ
る
。

１
９
５
２

昭
和
27
８
月
26
日

小
山
区
で
大
火
。
57
戸
が
全
半
焼
す
る
。

11
月
１
日

小
山
町
教
育
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。

１
９
５
３

昭
和
28
９
月
26
日

自
治
警
察
の
存
廃
が
住
民
投
票
で
廃
止
に
決
ま
る
。

１
９
５
４

昭
和
29
４
月
１
日

国
警
北
駿
東
地
区
警
察
署
小
山
町
警
部
派
出
所
が
設
置
さ
れ
る
。

８
月
20
日

陸
上
自
衛
隊
富
士
学
校
設
立
。

１
９
５
５

昭
和
30
１
月
27
日

小
山
町
・
足
柄
村
町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
設
置
す
る
。

４
月
１
日

足
柄
村
と
合
併
。

４
月
１
日

町
村
合
併
で
足
柄
村
有
財
産
の
協
定
を
結
ぶ
。

４
月
１
日

小
山
町
役
場
足
柄
出
張
所
を
設
置
す
る
。

４
月
１
日

所
領
地
区
を
明
倫
小
学
校
区
に
す
る
。

４
月
１
日

積
雪
寒
冷
単
作
地
帯
振
興
臨
時
惜
置
法
に
基
づ
き
、
農
林
省
特
別
総
合
助

成
事
業
と
し
て
農
事
放
送
施
設
が
全
国
で
は
じ
め
て
認
可
さ
れ
、
足
柄
地

区
の
一
部
と
本
庁
・
足
柄
出
張
所
聞
に
放
送
電
話
を
設
置
す
る
。

４
月
２
日

足
柄
中
学
校
を
廃
し
て
小
山
中
学
校
区
と
す
る
。

10
月
１
日

第
8
回
国
勢
調
査
。
人
口
１
７
、２
７
３
人
、
世
帯
数
３
、１
８
１
戸
。

10
月
１
日

御
殿
場
線
に
小
田
急
電
鉄
乗
り
入
れ
が
始
ま
る
。

１
９
５
６

昭
和
31
３
月
31
日

小
山
町
放
送
協
会
を
設
立
す
る
。

４
月
25
日

小
山
町
・
北
郷
村
合
併
促
進
協
議
会
を
設
置
す
る
。

５
月
21
日

上
水
道
新
設
第
１
期
工
事
が
完
成
す
る
。

８
月
１
日

北
郷
村
と
合
併
。

８
月
１
日

町
村
合
併
で
北
郷
村
有
財
産
の
協
定
を
結
ぶ
。

９
月
１
日

生
土
保
育
所
を
開
設
す
る
。

９
月
19
日

小
山
町
・
須
走
村
町
村
合
併
促
進
協
議
会
を
設
置
す
る
。

９
月
30
日

須
走
村
と
合
併
。

９
月
30
日

町
村
合
併
で
須
走
村
有
財
産
の
協
定
を
結
ぶ
。

１
９
５
７

昭
和
32
３
月
31
日

足
柄
地
区
・
北
郷
支
所
と
本
庁
を
結
ぶ
農
事
放
送
施
設
第
２
期
工
事
完
成
。

４
月
１
日

小
山
町
放
送
協
会
を
解
消
し
小
山
町
有
線
放
送
利
用
農
業
協
同
組
合
設
立
。

６
月
５
日

古
沢
区
域
の
分
町
問
題
が
起
き
、
県
か
ら
調
停
案
受
諾
の
勧
告
を
受
け
る
。

６
月
21
日

北
郷
地
区
住
民
代
表
が
調
停
案
受
諾
と
分
町
反
対
の
陳
情
書
を
提
出
。

❶昭和25年
　落合通り18戸全焼
❷昭和25年
　富士紡績工場の内部
❸小山中学校子供銀行
❹昭和29年　須走に警部派出所設置
❺昭和29年　陸上自衛隊富士学校設立
❻昭和30年　足柄村との合併調印
❼昭和30年　御殿場線に小田急乗り入れ
❽昭和31年　小山町・北郷村合併促進協議会

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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１
９
５
７

昭
和
32
７
月
６
日

古
沢
区
域
を
御
殿
場
市
に
編
入
す
る
県
調
停
案
を
受
諾
す
る
。

７
月
31
日

総
理
府
か
ら
古
沢
の
区
域
を
御
殿
場
市
に
編
入
す
る
境
界
変
更
が
告
示
さ

れ
る
。

８
月
31
日

古
沢
区
域
内
の
町
有
財
産
を
御
殿
場
市
に
引
継
ぐ
。

８
月
31
日

小
山
町
長
、
御
殿
場
市
長
立
会
で
古
沢
区
域
変
更
に
と
も
な
う
事
務
引
継

ぎ
を
終
え
る
。

10
月
28
日

第
12
回
静
岡
国
体
ラ
イ
フ
ル
競
技
が
須
走
で
行
わ
れ
る
。

１
９
５
８

昭
和
33
３
月
31
日

北
郷
地
区
の
農
事
放
送
施
設
が
完
成
。
小
山
町
の
農
村
部
全
域
に
放
送
施

設
が
設
置
さ
れ
る
。

３
月
31
日

北
郷
地
区
に
青
年
研
修
所
を
設
置
す
る
。

３
月
31
日

足
柄
、
北
郷
、
須
走
の
隔
離
病
舎
を
廃
止
す
る
。

９
月
27
日

狩
野
川
台
風
襲
来
、
被
害
軽
微
。

１
９
５
９

昭
和
34
３
月
31
日

北
郷
地
区
に
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。

６
月
６
日

須
走
に
富
士
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
完
成
す
る
。

８
月
14
日

台
風
7
号
襲
来
、
河
川
農
耕
地
に
被
害
が
出
る
。

９
月
26
日

伊
勢
湾
台
風
襲
来
。
被
害
軽
微
。

10
月
12
日

小
山
町
社
会
教
育
委
員
を
委
嘱
す
る
。

10
月
30
日

第
14
回
国
体
の
軟
式
庭
球
で
落
合
、
荻
谷
ペ
ア
（
富
士
紡
）
が
優
勝
す
る
。

11
月
１
日

塵
芥
焼
却
場
を
設
置
す
る
。

１
９
６
０

昭
和
35
４
月
６
日

足
柄
幼
稚
園
を
開
園
す
る
。

４
月
21
日

小
山
・
聖
天
堂
道
路
６
、２
７
６
ｍ
が
完
成
す
る
。

10
月
１
日

第
9
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
５
、９
４
４
人
、
世
帯
数
４
、７
２
０
戸
。

１
９
６
１

昭
和
36
４
月
10
日

明
倫
小
学
校
に
仲
良
し
学
級
を
開
設
す
る
。

６
月
３
日

県
ス
ポ
ー
ツ
祭
で
小
山
町
が
優
勝
す
る
。

11
月
16
日

須
走
に
富
士
高
原
ア
イ
ス
パ
ー
ク
が
で
き
る
。

１
９
６
２

昭
和
37
４
月
12
日

北
郷
幼
稚
園
を
開
園
す
る
。

６
月
13
日

住
民
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め
体
育
指
導
委
員
を
置
く
。

10
月
１
日

北
駿
の
９
農
協
が
合
併
し
て
御
殿
場
農
業
協
同
組
合
と
し
て
発
足
す
る
。

１
９
６
３

昭
和
38
２
月
19
日

須
走
冨
士
浅
間
神
社
の
ハ
ル
ニ
レ
が
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
る
。

６
月
27
日

小
山
町
観
光
協
会
設
立
。

11
月
１
日

菅
沼
保
育
所
を
開
設
す
る
。

11
月
３
日
「
す
る
が
路
」
が
町
民
総
合
文
芸
誌
と
し
て
復
刊
。

１
９
６
４

昭
和
39
４
月
６
日

小
山
中
学
校
に
希
望
学
級
が
誕
生
。

６
月
１
日

小
山
町
と
御
殿
場
市
間
の
電
話
が
即
時
通
話
と
な
る
。

７
月
１
日

国
道
２
４
６
号
が
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
に
な
る
。

❶昭和32年
　小山中卒業式
❷❸昭和32年
　　静岡国体
❹昭和34年　上野明神峠バス開通
❺昭和34年　成美小プール落成式に
　　　　　　秩父宮妃殿下ご臨席
❻昭和36年　須走のスケート場
❼昭和36年　小山～須走間の中央道路
❽昭和37年　町制50周年記念式典

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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７
月
６
日

有
線
放
送
会
館
が
完
成
す
る
。

７
月
７
日

県
道
小
山
･
山
中
湖
線
が
、
静
岡
、
山
梨
、
神
奈
川
の
３
県
に
通
じ
る
。

10
月
6
日

23
名
の
若
者
た
ち
で
編
成
さ
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火
隊
が
、
聖
火
を
継

走
す
る
。

10
月
6
日

国
道
２
４
６
号
の
町
内
交
通
量
調
査
が
ま
と
ま
る
。
通
過
車
両
は
１
日

１
２
、０
０
０
台
。

11
月
１
日

湯
船
原
に
東
富
士
変
電
所
が
で
き
る
。

12
月
11
日
「
交
通
安
全
都
市
」
を
宣
言
す
る
。
交
通
補
導
員
（
41
年
４
月
１
日
に
民

間
交
通
指
導
員
に
か
わ
る
）
制
度
が
で
き
る
。

１
９
６
５

昭
和
40
１
月
11
日

第
37
回
学
生
氷
上
選
手
権
大
会
が
須
走
で
開
か
れ
る
。

４
月
１
日

町
立
老
人
ホ
ー
ム
「
福
寿
荘
」
を
開
設
す
る
。

４
月
１
日

中
島
金
時
公
園
内
に
児
童
館
を
開
設
す
る
。

４
月
１
日

小
山
幼
稚
園
を
開
設
す
る
。

４
月
１
日

教
員
独
身
寮
「
青
雲
寮
」
を
開
設
す
る
。

４
月
１
日

上
水
道
の
定
額
制
を
メ
ー
タ
ー
制
に
す
る
。

５
月
23
日

小
山
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
が
全
国
８
３
６
番
目
の
ク
ラ
ブ
と
し
て
誕
生
。

７
月
９
日

冨
士
霊
園
が
開
園
す
る
。

９
月
１
日

Ｎ
Ｈ
Ｋ
小
山
テ
レ
ビ
中
継
局
が
設
置
さ
れ
る
。

10
月
１
日

第
10
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
５
、３
０
１
人
、
世
帯
数
４
、９
１
９
戸
。

11
月
１
日

国
道
２
４
６
号
の
新
小
山
橋
が
完
成
。

12
月
５
日

富
士
ス
ピ
ー
ド
ウ
ェ
イ
が
開
場
す
る
。

１
９
６
６

昭
和
41
３
月
12
日

上
野
の
ト
チ
ノ
キ
と
大
胡
田
の
イ
チ
ョ
ウ
の
木
が
県
の
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
る
。

４
月
１
日

広
報
お
や
ま
「
お
知
ら
せ
版
」
を
創
刊
す
る
。

４
月
１
日

御
殿
場
市
・
小
山
町
厚
生
施
設
組
合
を
設
立
、伝
染
病
隔
離
病
舎
、火
葬
場
、

塵
芥
焼
却
場
の
共
同
処
理
を
は
じ
め
る
。

４
月
１
日

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
開
設
す
る
。

４
月
１
日

北
郷
保
育
所
を
開
設
す
る
。

７
月
１
日

飼
い
犬
条
例
を
施
行
す
る
。

９
月
24
日

台
風
26
号
襲
来
。
瞬
間
風
速
36
ｍ
の
台
風
の
直
撃
で
大
き
な
被
害
が
で
る
。

11
月
19
日

御
殿
場
高
等
学
校
小
山
分
校
の
校
舎
が
落
成
す
る
。

１
９
６
７

昭
和
42
５
月
１
日

藤
曲
保
育
所
を
開
設
す
る
。

10
月
12
日

柳
島
二
本
杉
が
県
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
る
。

11
月
１
日

御
殿
場
市
・
小
山
町
の
広
域
行
政
組
合
に
よ
る
救
急
自
動
車
業
務
を
開
始

す
る
。

❶昭和37年
　第１回文化祭
❷昭和39年
　有線放送会館完成
❸昭和39年　東京オリンピック町代表聖火隊
❹昭和39年　富士見橋新設
❺昭和40年　老人ホーム福寿荘完成
❻昭和40年　冨士霊園開園
❼昭和40年　富士スピードウェイ開場
❽町民体育大会

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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暦
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号

月　

日

記　
　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　
　

１
９
６
８

昭
和
43
３
月
25
日

駿
河
小
山
駅
の
駅
舎
が
改
築
さ
れ
る
。

５
月
１
日

御
殿
場
市
・
小
山
町
広
域
行
政
組
合
に
よ
る
ご
み
処
理
工
場
が
運
転
を
始

め
る
。

６
月
12
日

役
場
別
館
が
火
災
、
全
焼
す
る
。

６
月
29
日

小
山
町
文
化
財
保
護
条
例
を
制
定
す
る
。

７
月
１
日

国
鉄
御
殿
場
線
が
全
面
電
化
さ
れ
る
。

７
月
１
日

役
場
庁
舎
の
改
築
が
完
成
。

10
月
２
日

駿
河
小
山
駅
前
広
場
が
拡
張
整
備
さ
れ
る
。

10
月
26
日

小
山
電
報
電
話
局
が
開
局
さ
れ
る
。
全
国
即
時
通
話
が
で
き
る
。

11
月
18
日

落
合
に
町
立
体
育
館
を
開
設
す
る
。

11
月
30
日

国
道
２
４
６
号
菅
沼
地
先
に
日
吉
横
断
歩
道
橋
と
菅
沼
横
断
歩
道
橋
が
設

置
さ
れ
る
。

１
９
６
９

昭
和
44
３
月
30
日

吉
久
保
大
倉
地
区
の
農
業
構
造
改
善
事
業
が
完
成
。
９
・
２
ha
の
水
田
が

整
備
さ
れ
る
。

３
月
31
日

沼
城
平
に
小
規
模
草
地
改
良
事
業
（
仔
牛
の
育
成
放
牧
場
）
60　
ha
の
草
地

造
成
が
完
成
す
る
。

４
月
16
日

役
場
別
館
が
落
成
す
る
。

５
月
26
日

東
名
高
速
道
路
が
開
通
す
る
。

１
９
７
０

昭
和
45
１
月
１
日

第
3
子
以
降
の
出
生
児
へ
の
祝
金
支
給
の
制
度
を
つ
く
る
。

１
月
１
日

町
章
・
町
旗
を
制
定
す
る
。

５
月
21
日

落
合
に
中
央
公
民
館
を
設
置
す
る
。

７
月
29
日

吉
久
保
に
町
民
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
設
置
す
る
。

9
月
13
日

中
島
に
町
民
プ
ー
ル
を
開
設
す
る
。

10
月
１
日

第
11
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
４
、２
５
６
人
、
世
帯
数
５
、２
３
６
世
帯
。

１
９
７
１

昭
和
46
３
月
31
日

菅
沼
農
道
（
受
益
面
積
20
・４
ha
）
が
完
成
。

７
月
１
日

足
柄
地
域
に
新
宿
区
立
足
柄
学
園
が
開
設
さ
れ
る
。

９
月
15
日

駿
豆
地
区
広
域
市
町
村
圏
を
設
定
す
る
。

10
月
１
日

御
殿
場
・
小
山
広
域
都
市
計
画
区
域
に
指
定
さ
れ
る
。

12
月
24
日

国
道
２
４
６
号
バ
イ
パ
ス
道
路
の
一
部
（
県
境
か
ら
吉
久
保
）
が
開
通
す

る
。

１
９
７
２

昭
和
47
１
月
１
日

児
童
手
当
制
度
が
発
足
す
る
。

３
月
28
日

北
部
幹
線
農
道
が
開
通
す
る
。

４
月
１
日

御
殿
場
市
・
小
山
町
厚
生
施
設
組
合
を
広
域
行
政
組
合
に
改
組
す
る
。

５
月
26
日

北
郷
に
農
業
研
修
セ
ン
タ
ー
を
開
設
す
る
。

５
月
31
日

静
岡
銀
行
小
山
支
店
が
御
殿
場
支
店
に
合
併
。

❶昭和41年
　老人福祉センター開設
❷昭和42年
　東名工事（下谷）
❸昭和43年　駿河小山駅舎広場竣工
❹御殿場線を走るＳＬ
❺昭和43年　御殿場線電化
❻昭和43年　７月豪雨で足柄小運動場崩壊
❼昭和44年　東名高速道路開通

❶❷❸

❹❺

❻❼
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西　

暦

元　

号

月　

日

記　
　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　
　

７
月
12
日

集
中
豪
雨
が
小
山
町
を
急
襲
。
12
時
間
に
３
５
９
ミ
リ
の
雨
量
を
記
録
。

死
者
3
人
、
流
出
家
屋
4
戸
、
全
壊
家
屋
13
戸
、
半
壊
家
屋
29
戸
、
道
路
、

橋
梁
、
河
川
、
山
地
崩
壊
、
農
地
、
農
作
物
、
水
道
、
水
産
、
鉄
道
な
ど

被
害
額
合
計
24
億
円
余
。
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
る
。

９
月
23
日

足
柄
峠
で
第
1
回
笛
ま
つ
り
が
行
わ
れ
る
。

10
月
５
日

大
気
汚
染
な
ど
初
の
東
名
公
害
の
総
合
調
査
が
行
わ
れ
る
。

12
月
18
日

国
道
２
４
６
号
バ
イ
パ
ス
が
御
殿
場
市
ま
で
開
通
す
る
。

１
９
７
３

昭
和
48
６
月
22
日

湯
山
勝
人
町
長
が
国
際
地
方
自
治
体
連
合
国
際
会
議
出
席
の
た
め
渡
欧
。

８
月
８
日

電
話
が
小
山
、
須
走
、
御
殿
場
広
域
時
分
制
に
な
る
。

９
月
26
日

岡
山
県
勝
央
町
の
電
話
ダ
イ
ヤ
ル
自
動
化
で
町
長
が
初
通
話
。

10
月
25
日

甘
露
寺
宝
筺
印
塔
と
生
土
乗
光
寺
大
森
六
代
の
墓
が
町
文
化
財
と
し
て
は

じ
め
て
指
定
さ
れ
る
。

11
月
24
日

岡
山
県
勝
央
町
と
姉
妹
町
の
縁
組
を
結
ぶ
。

１
９
７
４

昭
和
49
４
月
１
日

新
生
児
に
誕
生
証
書
を
贈
る
こ
と
と
す
る
。

６
月
１
日

毎
月
第
三
日
曜
日
を
「
防
災
の
日
」
に
定
め
る
。

７
月
16
日

足
柄
小
学
校
と
岡
山
県
勝
央
町
の
勝
間
田
小
学
校
が
姉
妹
校
縁
組
。

８
月
21
日

北
郷
小
学
校
区
に
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道
路
を
開
設
す
る
。

９
月
19
日

70
歳
以
上
の
お
年
寄
り
に
敬
老
祝
金
を
贈
る
こ
と
と
す
る
。

１
９
７
５

昭
和
50
２
月
18
日

駿
河
幼
稚
園
が
完
成
す
る
。

２
月
28
日

県
営
住
宅
40
戸
（
生
土
）
が
完
成
す
る
。

３
月
31
日

中
島
貯
水
池
が
完
成
す
る
。

４
月
13
日

母
子
家
庭
の
医
療
費
と
重
度
身
障
者
児
の
医
療
費
負
担
制
度
が
発
足
。

７
月
31
日

災
害
復
旧
記
念
式
典
が
行
わ
れ
る
。

８
月
25
日

小
山
町
有
線
放
送
須
走
局
が
開
局
す
る
。

10
月
１
日

第
12
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
４
、０
７
２
人
、
世
帯
数
５
、５
７
５
戸
。

１
９
７
６

昭
和
51
２
月
26
日

足
柄
小
学
校
区
に
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道
路
を
開
設
す
る
。

３
月
28
日

青
少
年
会
館
が
完
成
す
る
。

４
月
１
日

御
殿
場
市
と
の
、
し
尿
処
理
場
の
供
用
が
開
始
さ
れ
る
。

５
月
24
日

小
山
中
学
校
図
書
室
と
併
設
の
町
立
図
書
館
が
同
校
校
舎
の
一
部
に
独
立

オ
ー
プ
ン
す
る
。

10
月
12
日

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
市
街
化
区
域
・
市
街
化
調
整
区
域
・
用
途
地
域
が

決
定
さ
れ
る
。

１
９
７
７

昭
和
52
４
月
１
日

第
3
子
以
降
の
出
生
児
へ
の
祝
金
制
度
を
廃
止
す
る
。

６
月
30
日

上
野
沢
橋
掛
替
工
事
が
完
成
す
る
。

７
月
18
日

成
美
小
学
校
区
に
サ
イ
ク
リ
ン
グ
道
路
を
開
設
す
る
。

11
月
18
日
「
青
色
申
告
宣
言
の
町
」
宣
言
式
が
行
わ
れ
る
。

❶昭和47年
　国道246号中島インター
❷昭和47年
　消防小山分署開設
❸昭和47年　六合橋を越える濁流
❹昭和47年　集中豪雨で野沢川がはんらん
❺昭和48年　勝央町と初電話
❻皇太子殿下（現在の天皇陛下）が
　ムサシノ電子工業ご訪問
❼サイクリング道路（足柄）

❶❷❸

❹❺

❻❼
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事　
　
　
　
　
　

１
９
７
８

昭
和
53
４
月
24
日

町
民
健
康
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
す
る
。

７
月
５
日

小
山
郵
便
協
力
会
が
設
立
さ
れ
る
。

11
月
３
日

手
揉
み
製
茶
技
術
の
芹
沢
元
治
さ
ん
が
、
県
無
形
文
化
財
保
持
者
に
認
定

さ
れ
る
。

11
月
13
日

足
柄
出
張
所
に
老
人
い
こ
い
の
家
が
完
成
、
オ
ー
プ
ン
す
る
。

12
月
３
日

第
1
回
富
士
小
山
マ
ラ
ソ
ン
大
会
が
開
か
れ
、
４
４
１
人
が
参
加
。

１
９
７
９

昭
和
54
６
月
23
日

第
1
回
富
士
山
ク
リ
ー
ン
作
戦
が
行
わ
れ
る
。

８
月
20
日

小
山
町
健
康
づ
く
り
推
進
協
議
会
が
発
足
す
る
。

10
月
19
日

台
風
20
号
襲
来
、3
時
間
に
１
９
１
ミ
リ
、死
者
1
人
、全
半
壊
家
屋
6
戸
、

31
億
4
千
万
円
の
大
被
害
。

１
９
８
０

昭
和
55
４
月
16
日

富
士
山
を
い
つ
ま
で
も
美
し
く
す
る
会
が
発
足
。

５
月
３
日

金
時
ま
つ
り
に
武
者
行
列
が
登
場
す
る
。

10
月
１
日

第
13
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
３
、２
１
２
人
、
世
帯
数
６
、２
１
７
戸
。

11
月
１
日

小
山
町
有
線
放
送
と
消
防
署
須
走
分
遣
所
が
、
業
務
を
開
始
す
る
。

11
月
１
日

上
横
山
遺
跡
の
発
掘
調
査
は
じ
ま
る
。

１
９
８
１

昭
和
56
12
月
18
日

役
場
新
北
郷
支
所
が
完
成
す
る
。

１
９
８
２

昭
和
57
１
月
７
日

役
場
新
庁
舎
建
設
工
事
の
起
工
式
が
行
わ
れ
る
。

３
月
15
日

北
郷
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
夜
間
照
明
施
設
が
完
成
す
る
。

３
月
20
日

小
山
地
区
に
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
施
設
が
完
成
し
、
町
内
全
戸
に
ス
ピ
ー

カ
ー
を
設
置
す
る
。

３
月
23
日

生
土
な
ど
9
か
所
に
モ
ー
タ
ー
サ
イ
レ
ン
を
設
置
す
る
。

５
月
29
日

京
都
府
大
江
町
と
観
光
友
好
提
携
。

８
月
１
日

町
の
木
「
ふ
じ
桜
」、
花
「
菜
の
花
」、
鳥
「
う
ぐ
い
す
」
を
制
定
す
る
。

８
月
１
日

台
風
10
号
襲
来
、
雨
量
５
７
０
ミ
リ
、
約
37
億
円
の
大
被
害
。

11
月
30
日

役
場
新
庁
舎
が
完
成
。

地
上
4
階
、
地
下
1
階
、
延
べ
床
面
積
５
、１
３
７
㎡
。

12
月
５
日

町
制
70
周
年
、
新
庁
舎
落
成
記
念
式
典
を
挙
行
す
る
。
ま
た
、
町
民
憲
章

を
制
定
す
る
。

１
９
８
３

昭
和
58
３
月
25
日

須
走
支
所
併
設
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
完
成
す
る
。

８
月
８
日

震
度
5
の
神
奈
川
県
西
部
地
震
が
発
生
。

12
月
16
日

社
会
福
祉
協
議
会
が
法
人
化
さ
れ
る
。

１
９
８
４

昭
和
59
１
月
１
日

役
場
業
務
の
一
部
が
電
算
化
さ
れ
る
。

３
月
25
日

足
柄
支
所
併
設
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
が
完
成
す
る
。

４
月
１
日

町
史
編
さ
ん
事
業
が
ス
タ
ー
卜
す
る
。

６
月
14
日

東
富
士
五
湖
道
路
の
起
工
式
が
行
わ
れ
る
。

❶昭和53年
　第１回富士小山マラソン
❷昭和53年
　町民健康センターオープン
❸昭和54年　元巨人軍川上監督の野球教室
❹昭和54年　第１回富士山クリーン作戦
❺昭和54年　台風20号豪雨災害
❻昭和55年　金時まつりに武者行列登場
❼昭和55年　台風で流された坪入橋が復旧
❽昭和57年　町制70周年記念式典

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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12
月
21
日

竹
之
下
太
鼓
が
町
の
無
形
民
俗
文
化
財
第
1
号
に
指
定
さ
れ
る
。

１
９
８
５

昭
和
60
３
月
19
日

宝
鏡
寺
の
木
造
地
蔵
菩
薩
坐
像
が
県
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。

３
月
24
日

御
殿
場
高
校
小
山
分
校
が
閉
校
さ
れ
る
。

４
月
１
日

静
岡
県
立
小
山
高
校
が
開
校
す
る
。

９
月
２
日

21
世
紀
に
向
け
て
の
町
づ
く
り
小
山
町
総
合
計
画
基
本
構
想
を
臨
時
議
会

で
議
決
す
る
。

10
月
１
日

第
14
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
３
、２
７
７
人
、
世
帯
数
６
、２
９
４
戸
。

10
月
25
日

事
務
事
業
の
効
率
化
と
省
力
化
を
め
ざ
す
「
行
政
改
革
懇
談
会
」
が
発
足

す
る
。

１
９
８
６

昭
和
61
１
月
１
日

県
の
自
然
１
０
０
選
に
、「
明
神
峠
の
ブ
ナ
天
然
林
」
と
「
金
時
山
・
乙

女
峠
の
ブ
ナ
林
」
が
選
ば
れ
る
。

３
月
20
日

広
域
農
道
小
山
町
分
３
・４
㎞
全
線
が
開
通
す
る
。

３
月
26
日

東
富
士
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
に
経
団
連
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
完
成
す
る
。

８
月
１
日

棚
頭
工
業
専
用
地
域
20　
ha
の
造
成
工
事
は
じ
ま
る
。

１
９
８
７

昭
和
62
３
月
29
日

新
商
工
会
館
が
完
成
す
る
。

４
月
１
日

ゴ
ミ
収
集
業
務
の
北
郷
、
須
走
地
区
分
を
民
間
委
託
す
る
。

９
月
１
日

文
化
財
の
し
お
り
の
改
訂
版
と
再
版
を
発
行
す
る
。

10
月
26
日

棚
頭
工
業
専
用
地
域
と
し
て
開
発
を
進
め
て
い
た
富
士
小
山
工
業
団
地
が

完
成
す
る
。
立
地
企
業
は
18
社
に
。

11
月
１
日

ハ
イ
テ
ク
パ
ー
ク
富
士
小
山
の
造
成
工
事
が
始
ま
る
。

１
９
８
８

昭
和
63
１
月
27
日

東
富
士
五
湖
道
路
、
籠
坂
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
す
る
。

６
月
１
日

総
合
文
化
施
設
の
基
本
プ
ラ
ン
決
ま
る
。

７
月
１
日

休
耕
田
を
利
用
し
た
家
庭
菜
園
が
ス
タ
ー
ト
。

８
月
１
日

浩
宮
殿
下
（
現
在
の
皇
太
子
殿
下
）
が
須
走
口
か
ら
富
士
登
山
。

９
月
１
日

医
療
問
題
協
議
会
が
発
足
。

１
９
８
９

平
成
元
２
月
１
日

小
山
町
赤
十
字
奉
仕
団
を
結
成
。

３
月
29
日

東
富
士
五
湖
道
路
全
線
開
通
。

１
９
９
０

平
成
２
10
月
１
日

第
15
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
３
、５
６
６
人
、
世
帯
数
６
、７
５
３
戸
。

11
月
18
日

小
山
町
国
際
友
好
協
会
設
立
。

１
９
９
１

平
成
３
２
月
14
日

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
設
立
。

１
９
９
２

平
成
４
２
月
14
日

総
合
文
化
会
館
落
成
式
。

４
月
11
日

富
士
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
短
期
大
学
開
校
。

８
月
１
日

町
制
80
周
年
記
念
式
典
挙
行
。

１
９
９
３

平
成
５
４
月
15
日

駿
河
小
山
駅
前
に
観
光
案
内
所
オ
ー
プ
ン
。

１
９
９
４

平
成
６
６
月
23
日

小
山
球
場
、
多
目
的
広
場
完
成
。

❶昭和57年
　役場新庁舎完成
❷昭和57年
　町民憲章除幕式
❸昭和58年　元大関貴ノ花の藤島親方来町
❹昭和61年　経団連ゲストハウス完成
❺昭和63年　浩宮殿下が富士登山
❻昭和63年　東富士五湖道路開通
❼平成４年　総合文化会館完成
❽平成８年　総合体育館完成

❶❷❸

❹❺❻

❼❽



44100th  Oyama

西　

暦

元　
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事　
　
　
　
　
　

１
９
９
５

平
成
７
３
月
28
日

町
立
診
療
所
が
完
成
。

10
月
１
日

第
16
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
２
、７
８
０
人
、
世
帯
数
６
、５
２
２
戸
。

１
９
９
６

平
成
８
３
月
14
日

総
合
体
育
館
完
成
。

10
月
７
日

カ
ナ
ダ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
市
と
国
際
姉
妹
都
市
提
携
。

１
９
９
７

平
成
９
２
月
１
日

北
郷
中
学
校
給
食
施
設
業
務
開
始
。

３
月
２
日

小
山
道
場
完
成
。

４
月
１
日

空
き
缶
等
ポ
イ
捨
て
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
。

４
月
２
日

山
北
町
と
災
害
時
相
互
援
助
協
定
締
結
。

６
月
９
日

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
が
事
業
採
択
さ
れ
る
。

７
月
12
日

小
山
町
日
中
友
好
協
会
設
立
。

12
月
７
日

足
柄
駅
前
郵
便
局
完
成
。

１
９
９
８

平
成
10
２
月
９
日

沖
縄
県
道
１
０
４
号
線
越
え
実
弾
射
撃
の
分
散
実
施
訓
練
が
東
富
士
演
習

場
で
始
ま
る
。

３
月
26
日

足
柄
駅
前
土
地
区
画
整
理
事
業
完
成
。

４
月
17
日

滝
沢
川
砂
防
事
業
完
成
。

４
月
22
日

須
走
小
・
中
学
校
共
同
給
食
開
始
。

６
月
１
日

竹
之
下
地
区
で
温
泉
掘
削
。

12
月
25
日

第
二
東
名
の
御
殿
場
〜
秦
野
間
を
整
備
計
画
区
間
に
格
上
げ
。

12
月
25
日
「
小
山
町
史
」
第
８
巻
を
発
行
（
翌
年
２
月
発
刊
）
し
、
全
９
巻
が
完
成
。

１
９
９
９

平
成
11
４
月
１
日

須
走
地
区
下
水
道
一
部
供
用
開
始
。

２
０
０
０

平
成
12
４
月
１
日

健
康
福
祉
会
館
「
ふ
じ
み
セ
ン
タ
ー
」
オ
ー
プ
ン
。

４
月
３
日

自
衛
隊
富
士
病
院
一
般
開
放
。

５
月
29
日

足
柄
駅
前
ク
リ
ニ
ッ
ク
開
院
。

７
月
１
日

富
士
山
須
走
口
五
合
目
公
衆
ト
イ
レ
開
設
。

10
月
１
日

第
17
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
２
、２
３
５
人
、
世
帯
数
６
、５
３
０
戸
。

２
０
０
１

平
成
13
６
月
25
日

小
山
駅
前
郵
便
局
が
音
渕
商
店
街
近
く
に
移
転
し
、
金
太
郎
郵
便
局
と
し

て
開
局
。

８
月
13
日

須
走
幼
稚
園
落
成
式
。

12
月
１
日

駿
河
小
山
駅
駐
車
場
オ
ー
プ
ン
。

２
０
０
２

平
成
14
８
月
１
日

町
制
90
周
年
記
念
式
典
挙
行
。

２
０
０
３

平
成
15
４
月
２
日

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
オ
ー
プ
ン
。

６
月
２
日

富
士
山
須
走
口
観
光
案
内
所
開
設
。

10
月
26
日

第
58
回
わ
か
ふ
じ
国
体
銃
剣
道
大
会
が
小
山
町
で
行
わ
れ
る
。

２
０
０
４

平
成
16
11
月
25
日

道
の
駅
「
ふ
じ
お
や
ま
」
オ
ー
プ
ン
。

❶平成12年
　健康福祉会館オープン
❷平成15年
　須走口観光案内所開設
❸平成17年　富士ＳＷリニューアルオープン
❹国登録有形文化財「森村橋」
❺国登録有形文化財「豊門会館和館・洋館」
❻国登録有形文化財「豊門公園西洋館」
❼平成21年　足柄小学校100周年記念式典
❽中国海寧市高級中学生との交流

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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２
０
０
５

平
成
17
１
月
12
日

町
民
い
こ
い
の
家
「
あ
し
が
ら
温
泉
」
オ
ー
プ
ン
。

４
月
１
日

富
士
ス
ピ
ー
ド
ウ
ェ
イ
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
。

８
月
９
日

農
村
活
性
化
施
設
「
ふ
じ
あ
ざ
み
」
開
設
。

10
月
１
日

第
18
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
１
、４
７
８
人
、
世
帯
数
６
、６
６
９
戸
。

11
月
10
日

豊
門
会
館
和
館
・
洋
館
、
豊
門
公
園
西
洋
館
、
森
村
橋
な
ど
が
、
国
登
録

有
形
文
化
財
に
登
録
。

２
０
０
７

平
成
19
４
月
19
日

須
走
な
か
よ
し
公
園
西
側
区
域
オ
ー
プ
ン
。

９
月
28
日

Ｆ
１
日
本
グ
ラ
ン
プ
リ
を
富
士
ス
ピ
ー
ド
ウ
ェ
イ
で
約
30
年
ぶ
り
に
開
催
。

２
０
０
８

平
成
20
３
月
15
日

小
山
町
の
Ｂ
級
グ
ル
メ
と
し
て
御
殿
場
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
お
こ
げ
「
お
や

ま
ぁ
！
お
こ
げ
」
発
売
。

５
月
17
日

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ァ
ム
・
ト
レ
イ
ル
ウ
ォ
ー
カ
ー
・

ジ
ャ
パ
ン
」
初
開
催
。

６
月
１
日

須
走
な
か
よ
し
公
園
東
側
区
域
オ
ー
プ
ン
。

７
月
８
日

松
村
家
住
宅
主
屋
（
須
走
）
が
国
登
録
有
形
文
化
財
に
登
録
。

11
月
６
日

富
士
山
ナ
ン
バ
ー
交
付
開
始
。

２
０
０
９

平
成
21
２
月
20
日

足
柄
小
学
校
１
０
０
周
年
記
念
式
典
挙
行
。

10
月
18
日

カ
ナ
ダ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
市
か
ら
ハ
ウ
ス
ポ
ス
ト
の
寄
贈
、
建
立
。

10
月
25
日

第
24
回
国
民
文
化
祭
し
ず
お
か
２
０
０
９
「
民
謡
・
民
舞
の
祭
典
」
を
小

山
町
で
開
催
。

11
月
15
日

従
来
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
を
整
備
し
、
全
長
43
㎞
の
「
富
士
箱
根
ト
レ

イ
ル
」
開
通
。

２
０
１
０

平
成
22
４
月
１
日

駿
河
幼
稚
園
と
小
山
幼
稚
園
が
合
併
し
駿
河
小
山
幼
稚
園
と
な
る
。

４
月
１
日

農
村
公
園
「
足
柄
ふ
れ
あ
い
公
園
」
開
園
。

９
月
８
日

台
風
９
号
に
伴
う
豪
雨
に
よ
り
、
町
内
に
甚
大
な
被
害
発
生
。

10
月
１
日

第
19
回
国
勢
調
査
。
人
口
２
０
、６
２
９
人
、
世
帯
数
６
、５
６
４
戸
。

11
月
７
日

明
倫
小
学
校
開
校
１
０
０
周
年
記
念
式
典
を
挙
行
。

２
０
１
１

平
成
23
４
月
14
日

道
の
駅
「
す
ば
し
り
」
観
光
交
流
セ
ン
タ
ー
が
オ
ー
プ
ン
。

４
月
26
日

養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
平
成
の
杜
」
落
成
。

11
月
12
日

袋
井
市
で
開
催
さ
れ
た
第
19
回
県
中
学
駅
伝
で
、
小
山
中
男
子
駅
伝
部
が

初
優
勝
。

12
月
3
日

市
町
対
抗
駅
伝
で
町
の
部
３
位
入
賞
の
快
挙
。

12
月
18
日

山
口
県
で
開
催
さ
れ
た
第
19
回
全
国
中
学
校
駅
伝
大
会
で
、
小
山
中
男
子

駅
伝
部
が
県
代
表
と
し
て
初
出
場
し
９
位
。

２
０
１
２

平
成
24
２
月
27
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
「
平
成
の
杜
」
開
所
。

５
月
18
日

山
岳
レ
ー
ス
「
ウ
ル
ト
ラ
ト
レ
イ
ル
・
マ
ウ
ン
ト
フ
ジ
」
を
初
開
催
。

８
月
１
日

町
制
施
行
１
０
０
年
を
迎
え
る
。

❶平成21年
　ハウスポスト建立式
❷平成22年
　駿河小山幼稚園開園
❸平成22年　台風９号豪雨災害
❹平成22年　人権野球教室に杉本正さん登場
❺平成23年　平成の杜オープン
❻平成23年　道の駅「すばしり」オープン
❼平成23年　全国中学駅伝で小山中男子が９位
❽平成23年　市町対抗駅伝で町の部３位入賞

❶❷❸

❹❺❻

❼❽
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議
決
機
関
で
あ
る
町
議
会
は
、
町
民
の

み
な
さ
ん
か
ら
直
接
選
挙
で
選
ば
れ
た
議

会
議
員
13
人
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
町

政
の
重
要
な
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
に
、

年
４
回
の
定
例
議
会
の
ほ
か
、
必
要
に
応

じ
て
臨
時
議
会
が
招
集
さ
れ
ま
す
。

　

議
会
に
は
、
総
務
建
設
委
員
会
と
文
教

厚
生
委
員
会
の
２
つ
の
常
任
委
員
会
が
設

置
さ
れ
て
い
て
、
行
政
の
複
雑
・
専
門
化

に
対
応
し
、
慎
重
に
審
議
・
調
査
が
行
わ

　

執
行
機
関
は
、
町
の
条
例
、
予
算
、
そ

の
他
町
議
会
が
議
決
し
た
事
務
な
ど
に
基

づ
き
、
町
長
を
中
心
に
執
行
し
て
い
る
機

関
で
す
。

　

議
決
機
関
で
あ
る
町
議
会
と
執
行
機
関

で
あ
る
町
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
対
等
の

地
位
に
あ
り
、
町
民
の
福
祉
の
向
上
を
図

る
た
め
に
お
互
い
の
役
割
を
発
揮
し
て
町

政
を
推
進
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
両
者
は
、
町
政
推
進
の

副議長

鷹
たかしま

島 　 邦
くにひこ

彦

教育長

戸
 と  え だ

枝 　 　 浩
ひろし

町　長

込
こみやま

山 　 正
まさひで

秀
議　長

眞
さな

田
だ

　 　 勝
まさる

副町長

土
 ど  む ら

村 　 暁
あきふみ

文

議
会
と
町
政

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
町
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
目
指

す
た
め
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
会
期
日
程

や
議
員
の
一
般
質
問
内
容
、
会
議
録
な
ど

を
公
表
し
、
さ
ら
に
、「
議
会
だ
よ
り
」

を
発
行
し
て
議
会
内
容
を
お
知
ら
せ
し
て

い
ま
す
。

二
つ
の
柱
と
し
て
、
車
の
両
輪
に
た
と
え

ら
れ
ま
す
。

　

町
民
の
行
政
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
、
社

会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
増
大
し
、
さ
ら
に

高
度
・
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
行
財
政
改
革
を
推
進
し
、
効

率
的
か
つ
効
果
的
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
と
、
町
の
将
来
像
を
見
据
え
、「
自
主

自
立
」「
健
体
康
心
」「
協
働
・
共
創
」
の

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

議
会
町
民
の
声
を
行
政
に
反
映
さ
せ
る

大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す

執
行
機
関
将
来
像
を
見
据
え
た

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
ま
す
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姉妹町
国際
姉妹都市
提携

国際
友好交流
都市

岡山県　勝
しょうおう

央町
1973年11月24日縁組

カナダ　ミッション市
（ブリティッシュ・コロンビア州）
1996年10月7日調印

中華人民共和国　海
かいねい

寧市
（浙江省）

所在地：勝田郡勝央町勝間田201
TEL  0868-38-3111
HP  http://www.town.shoo.lg.jp
 
　小山町が坂田金時（金太郎）の
生誕の地であり、勝央町が終焉の
地であることから、昭和48年に姉
妹縁組を結びました。

所在地：8645 StaveLakeSt･Box20
　　　　　Mission, BC V2V 4L9
TEL  010-1604-820-3700
HP　http://www.mission.ca/
気候：平均気温　７月…23℃　
　　　　　　　　１月… ４℃
交通：バンクーバーから 車で１～２時間
時差：日本と－16時間

所在地：中国浙江省海寧市海洲路
　　　　行政中心
TEL  010-86-573-7025976
HP　http://www.haining.gov.cn/
気候：平均気温　７月…29℃
　　　　　　　　１月… ４℃
交通：上海から車で約２時間
時差：日本と－１時間

小山町役場  行政機構図
平成24年4月1日現在
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わ
た
く
し
た
ち
は
、
富
士
の
も
と
、

水
と
緑
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
誇
り
を
も
ち
、

金
太
郎
の
よ
う
に
、
健
康
で
、 

明
る
い
、

ゆ
た
か
な
町
づ
く
り
を
す
す
め
ま
す
。

一　

め
ぐ
ま
れ
た
自
然
を
愛
し
、

　
　

美
し
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一　

き
ま
り
を
守
り
、
安
全
で
、

　
　

住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一　

の
び
ゆ
く
力
を
育
て
、

　
　

文
化
の
薫
り
高
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一　

働
く
こ
と
に
よ
ろ
こ
び
を
も
ち
、

　
　

健
康
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

一　

た
が
い
に
助
け
合
い
、
親
切
で
、

　
　

あ
た
た
か
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
57
年
12
月
５
日
制
定
）

小 山 町 民 憲 章
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一般公募により、昭和45年１月１日に制定しました。小山町のイニシャル
“ Ｏ ” を基本にして、その頂点に町のシンボル富士山を配し、図案化したも
のです。富士、箱根、丹沢の連峰に囲まれた緑のオアシスを簡潔に表現し、
その中に町民の力強い団結、希望、勇気を表しています。

町　章

富士山麓に多く自生し、樹高は
３～６ｍの小喬木で、小さな花
をつけます。
花色は淡紅色で、ガクが赤味を
帯びています。まめ桜とも呼ば
れ、品種は多く葉が小さくて若
木でもよく花をつけるので、盆
栽に適しています。４月～６月
にかけ、葉が伸びる前、一斉に
開花します。

「ホーホケキョ」の鳴き声で知
られる、春を告げる代表的な鳥
で梅の木にとまっている姿は昔
から絵の題材になっています。
「ケキョ」の部分が富士山を境
に西に行けば長く、北に行けば
短くなるといわれ、中部地方の
鳴き声がもっともよいといわれ
ています。特に町内では須走地
区に多く生息しています。

10月ごろ、高うねにした田ん
ぼに種をまき、富士山の温かく、
きれいな伏流水で冬を越し、３
月～４月に黄色い十字花を咲か
せます。花はアブラナに似てや
や小形です。また開花する前の
２月～３月、柔らかい茎を摘み、
塩漬けにして地域の特産物、水
掛菜（とう菜）として各地に出
荷しています。

町の木

ふじ桜
町の鳥

うぐいす
町の花

菜の花
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富士のあるまち　おやま
町制施行100周年記念　小山町町勢要覧
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