
岩
手
県  

花
巻
市

岐
阜
県  

高
山
市

静
岡
県  

伊
豆
市

目 

次

◎発行／平塚市  ◎編集／広報・情報政策課
〒２５４‒８６８６ 神奈川県平塚市浅間町9番1号 
tel 0４６3‒２3‒1111　fax 0４６3‒２3‒9４６7
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/

１〜３面…　　　 三市とつながる交流の輪…友好都市の高山市と花巻市、市民
休養の郷

さと
の伊豆市を紹介します。

４〜７面…募集・お知らせ・健康と福祉・スポーツ 
　　８面…ヒラツカルチャー 「今、会いたい作品」

特 集

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 広報ひらつかが届かない場合は㈱カナオリ薔01２0-２８0339（平日　月〜金曜日、午前9時30分〜午後５時）へご連絡ください。⃝ ⃝ ⃝ ⃝

平塚市の人口と世帯数
＜平成24年10月1日現在（   ）内は前月比＞
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平塚市

花巻市

伊豆市 平塚市伊豆市

高山市

花巻市

高山市

　江戸から来た代官や郡代が政治をとった高山市
の高山陣屋。花巻市で４00年以上の歴史を持つ、伝
統の花巻まつり。約1,000本のモミジ群生林がある、
伊豆市の修善寺虹の郷

さ と

。さまざまな魅力を持つ3市
は、平塚市と深い関わりを持っています。

花巻まつり

高山陣屋

修善寺虹の郷
さと
の紅葉ライトアップ



平成24年１１月２日発行
2

平塚市役所のウェブ  平塚市 検索 　　問＝問い合わせ　　募＝応募方法

30
年
の
お
付
き
合
い

　

花
巻
市
と
伊
豆
市
は
、
平
塚
市

が
市
制
50
周
年
を
迎
え
た
昭
和
57

年
４
月
に
市
民
休
養
の
郷
の
提
携

を
結
び
、
高
山
市
は
同
年
10
月
に

友
好
都
市
の
提
携
を
結
び
ま
し

た
。
昭
和
59
年
、
花
巻
市
が
市
制

30
周
年
を
迎
え
た
の
を
き
っ
か
け

に
、
花
巻
市
は
友
好
都
市
と
な
り

ま
し
た
。
今
年
は
３
市
と
の
提
携

か
ら
30
年
の
節
目
に
当
た
り
ま
す
。

温
か
な
交
流
を
育
む

　

今
年
７
月
、
高
山
市
・
花
巻
市
・

伊
豆
市
の
小
学
生
が
、
マ
リ
ン
交

流
と
し
て
平
塚
を
訪
れ
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
湘
南
平
や
シ
ラ
ス

加
工
場
の
見
学
、
平
塚
市
水
産
物

地
方
卸
売
市
場
の
冷
凍
庫
見
学
、

湘
南
ベ
ル
マ
ー
レ
の
試
合
観
戦
な

ど
を
通
し
、
平
塚
市
の
自
然
や
産

業
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

　

マ
リ
ン
交
流
で
相
模
湾
ク
ル
ー

ジ
ン
グ
を
楽
し
ん
だ
高
山
市
の
中

垣
海か

い

人と

さ
ん
は﹁
平
塚
に
来
た
の

は
初
め
て
で
す
。
船
か
ら
黄
色
い

波
浪
観
測
塔（
平
塚
沖
総
合
実
験

タ
ワ
ー
）が
見
え
て
面
白
か
っ
た
﹂

と
笑
顔
で
感
想
を
語
り
ま
す
。
花

巻
市
の
佐
藤
禎て

い

太た

さ
ん
は﹁
平
塚

の
夏
は
花
巻
よ
り
ず
っ
と
暑
い
で

す
。
シ
ラ
ス
加
工
場
で
食
べ
た
、

ゆ
で
た
て
の
シ
ラ
ス
が
お
い
し

か
っ
た
﹂と
、
満
喫
し
た
様
子
。

さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
通
し
、
平
塚

市
と
3
市
の
子
ど
も
た
ち
が
絆
を

深
め
ま
し
た
。

提
携
で
人
間
性
豊
か
に

　

高
山
市
に
は
多
く
の
史
跡
や
伝

統
文
化
が
受
け
継
が
れ
て
い
ま

す
。
友
好
都
市
の
提
携
に
は
、
文

化
的
に
優
れ
た
高
山
市
と
交
流

し
、
平
塚
市
で
も
人
間
性
豊
か
な

ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
こ
う
、

と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
花
巻
市
と
伊
豆
市
は
豊
か

な
自
然
に
恵
ま
れ
た
場
所
で
す
。

平
塚
市
民
の﹁
心
の
や
す
ら
ぎ
の

場
﹂と
し
て
、
人
情
味
の
あ
ふ
れ

る
両
市
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

現
在
は
各
市
の
物
産
展
を
平
塚

市
内
で
実
施
し
た
り
、
平
塚
か
ら

各
市
へ
の
市
民
ツ
ア
ー
を
企
画
し

た
り
し
て
い
ま
す
。

重要伝統的建造
物群保存地区の
上三之町

　
今
回
紹
介
し
た
各
市
自
慢

の
名
産
品
や
、
農
産
物
な
ど

を
販
売
し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
魅
力
が
ぎ
ゅ
ぎ
ゅ
っ
と
詰

ま
っ
た
物
産
展
に
、
ど
う
ぞ

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

問
　
文
化
・
交
流
課

☎
２５
―
２
５
２
０

平塚市水産物地方卸売市場の冷凍
庫を見学するマリン交流の小学生。

三
市
合
同
物
産
展

高山市

　

日
本
列
島

の
ほ
ぼ
中
央

に
位
置
し
、

人
口
は
９
万

人
強
、
市
の
総
面
積
は
日
本
一
広

い
２
１
７
７
・
67
平
方
㌔
㍍
で
す
。

平
塚
市
と
の
関
わ
り
は
、
900
年
ほ

ど
前
に
平
塚
八
幡
宮
の
分
霊
が
、

高
山
市
の
桜
ヶ
岡
八
幡
神
社
に
祭

ら
れ
た
頃
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
山
駅
の
東
部
に
は﹁
三さ

ん
ま
ち町（
上

写
真
）﹂の
名
前
で
知
ら
れ
る
、
国

が
選
定
し
た
重
要
伝
統
的
建
造
物

群
保
存
地
区
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
町
並
み

は
、
飛
騨
の
小
京
都
の
名
に
ふ
さ

わ
し
い
趣
で
す
。

　

お
土
産
に
は
、
伝
統
の﹁
さ
る

ぼ
ぼ
﹂が
お
薦
め
で
す
。
平
塚
市

民
が
11
月
30
日
ま
で
に
高
山
市
を

訪
れ
る
と
、
市
内
27
の
観
光
施
設

で
さ
る
ぼ
ぼ
の
ス
ト
ラ
ッ
プ
を
プ

レ
ゼ
ン
ト
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
現
地
で
免
許

証
な
ど
を
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

商
工
課
の
田
中
一
樹
さ
ん

　

豊
か
な
森
林
資
源
の
ほ
か
、
歴

史
や
伝
統
文
化
が
残
る
、
情
緒
あ

歴
史
あ
る

飛
騨
の

小
京
都

11
月
８
日（
木
）〜
11
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
６
時
30
分

（
11
日
は
午
後
５
時
ま
で
）

市
民
プ
ラ
ザ

◆
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
プ
レ
ゼ
ン
ト

　
期
間
中
、
毎
日
先
着
40
人
に

　
各
市
の
産
品
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
。

◆
お
楽
し
み
抽
選
会

　
各
市
の
産
品
が
当
た
り
ま
す
。

う
れ
し
い
イ
ベ
ン
ト
も

　
伝
統
と
歴
史
が
残
る
岐
阜
県
高
山
市
、
自
然
豊
か
な
温
泉

郷
の
岩
手
県
花
巻
市
、
海
と
山
の
幸
に
恵
ま
れ
た
静
岡
県
伊

豆
市
。
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
文
化
や
自
然
を
持
つ
、
魅
力
あ
る

市
で
す
。

　
今
回
は
各
市
の
見
ど
こ
ろ
と
、
市
民
プ
ラ
ザ
で
開
催
す
る

三
市
合
同
物
産
展
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

問
　
文
化
・
交
流
課
☎
２５
―
２
５
２
０

さ
る
ぼ
ぼ
ま
ん
じ
ゅ
う

　
高
山
と
い
え
ば
さ
る
ぼ

ぼ
。
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
、
か

わ
い
い
さ
る
ぼ
ぼ
の
形
に
し

ま
し
た
。
上
質
な
黄
身
あ
ん

を
使
い
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た

味
わ
い

に
。
し
っ

と
り
し
た

皮
と
も
相

性
抜
群
。

飛
騨
牛

　
キ
メ
細
や
か
な
サ
シ
と
、

と
ろ
け
る
う
ま
味
が
特
徴
の

飛
騨
牛
。
一
度
食
べ
た
ら
忘

れ
ら
れ
な
い
味
わ
い
で
す
。

　
秋
の
味

覚
市
で
は

串
焼
き
の

実
演
販
売

を
楽
し
め

ま
す
。

湘
南
ひ
ら
つ
か
七
夕
ま
つ

り
で
披
露
さ
れ
た
獅
子
舞

ふ
れ
る
ま
ち
で
す
。
日
本
で
唯
一

現
存
す
る
江
戸
時
代
の
郡
代
役
所

﹁
高
山
陣
屋
﹂は
必
見
で
す
。
市
内

を
流
れ
る

宮
川
沿
い

と
、
高
山

陣
屋
前
の

２
カ
所
で
行
う
、
農
家
の
新
鮮
野

菜
な
ど
が
手
に
入
る
朝
市
も
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

平
塚
市
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

〔
電
車
〕東
海
道
新
幹
線
・
高
山
本

線
な
ど
で
約
４
時
間〔
車
〕中
央
自

動
車
道
な
ど
で
約
６
時
間

▼
グ
ル
メ
か
ら
お
土
産
ま
で

　
楽
し
め
る
宮
川
朝
市

◀
湘
南
ひ
ら
つ
か
織
り
姫
と

　﹁
さ
る
ぼ
ぼ
﹂の
着
ぐ
る
み

買
い
た
い
食
べ
た
い

平
塚
と

つ
な
が
る

交
流
の
輪
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伊
豆
の
踊
子
で
有
名
な
旧
天
城
ト
ン
ネ
ル

花巻市

▶宮沢賢治童話村の「賢治の学校」
▼花巻まつりでも演じられる鹿

ししおどり

踊。一説では、
六
ろく

波
は

羅
ら

蜜
みつ

寺
じ

の開祖・空
くう

也
や

上
しょうにん

人がかわいがって
いた鹿を供養するために始まったといわれて
いる。宮沢賢治も「鹿踊りのはじまり」という
童話を書いている。

イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
を
感
じ
る
北
国

　

東
北
屈
指
の
温
泉
郷
・
花
巻
市
。

人
口
は
約
10
万
人
で
、
総
面
積
は

908
・
32
平
方
㌔
㍍
で
す
。
勇
壮
な

胡こ

四し

王お
う
蘇
民
祭
や
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
動
き
が
持
ち
味
の
鹿し

し
お
ど
り踊
な

ど
、
魅
力
的
な
伝
統
文
化
が
な
お

も
息
づ
い
て
い
ま
す
。
市
内
北
西

部
の
県
立
花
巻
広
域
公
園
付
近
に

は
、
平
塚
市
と
の
交
流
10
周
年
を

記
念
し
て
作
ら
れ
た﹁
平
塚
・
花

巻
交
流
の
森
﹂が
あ
り
ま
す
。

　

花
巻
市
は
、
数
多
く
の
名
作
を

生
み
出
し
た
童
話
作
家
・
宮
沢
賢

治
が
生
ま
れ
育
っ
た
地
で
す
。
新

花
巻
駅
近
く
の
宮
沢
賢
治
記
念
館

周
辺
に
は
、
宮
沢
賢
治
童
話
村
や

宮
沢
賢
治
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
館
な
ど

の
関
連
施
設
が
ま
と
ま
っ
て
い
ま

す
。賢
治
が
夢
見
た
理
想
郷﹁
イ
ー

ハ
ト
ー
ブ
﹂の
雰
囲
気
を
感
じ
て

み
ま
せ
ん
か
。

観
光
課
の
小
田
島
く
る
み
さ
ん

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
温
泉
が
お

薦
め
。
南
温
泉
峡
の
川
沿
い
を
美

し
く
彩
る

紅
葉
は
必

見
で
す
。

露
天
風
呂

に
漬
か
り
な
が
ら
紅
葉
を
見
る
の

も
趣
が
あ
り
ま
す
よ
。

　

お
い
し
い
お
酒
も
自
慢
の
一
つ

で
す
。
地
元
の
日
本
酒
・
ワ
イ
ン
・

焼
酎
を
合
わ
せ
て﹁
三さ
ん
し
ゅ酒
の
人じ
ん
ぎ氣
﹂

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ぜ
ひ
味
わ
っ

て
み
て
く
だ
さ
い
。

平
塚
市
か
ら
の
ア
ク
セ
ス　
〔
電

車
〕東
北
新
幹
線
な
ど
で
約
４
時
間

〔
車
〕東
名
高
速
な
ど
で
約
９
時
間

伊豆市

　

伊
豆
半
島
の
中
央
に
位
置
し
、

人
口
３
万
５
０
０
０
人
弱
、
総
面

積
363
・
97
平
方
㌔
㍍
。
天
城
湯
ヶ

島
・
修
善
寺
・
土
肥
・
中
伊
豆
の

４
つ
の
エ
リ
ア
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
違
う
魅
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

天
城
湯
ヶ
島
は
文
人
歌
人
に
縁

が
深
い
土
地
で
す
。
旧
天
城
ト
ン

ネ
ル
は
、
日
本
初
の
ノ
ー
ベ
ル
文

学
賞
作
家
・
川
端
康
成
の﹁
伊
豆

の
踊
子
﹂の
舞
台
で
す
。﹁
檸れ

も
ん檬
﹂の

梶
井
基
次
郎
も
湯
ヶ
島
温
泉
に
滞

在
し
て
い
た
際
、
伊
豆
の
踊
子
の

校
正
を
手
伝
う
な
ど
し
て
い
ま
し

た
。﹁
闘
牛
﹂で
芥
川
賞
を
受
賞
し

た
井
上
靖
も
幼
少
時
代
を
湯
ヶ
島

で
過
ご
し
て
い
ま
す
。
湯
道
周
辺

で
は
、
与
謝
野
晶
子
や
若
山
牧
水

文
人
歌
人
に

愛
さ
れ
た
ま
ち

ら
の
歌
碑
を
楽
し
み
な
が
ら
散
策

で
き
ま
す
。

観
光
交
流
課
の
山
下
芳
之
さ
ん

　

平
塚
市
の
皆
さ
ん
、
伊
豆
市
で

紅
葉
を
楽
し
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

11
月
初
旬
か
ら
中
旬
に
か
け
て
、

修
善
寺
自
然
公
園
や
修
善
寺
虹
の

郷
、旧
天
城
ト
ン
ネ
ル
な
ど
で
、そ

れ
ぞ
れ
紅

葉
ま
つ
り

な
ど
を
開

き
ま
す
。

植
林
さ
れ
た
修
善
寺
周
辺
と
、
山

間
部
の
原
生
林
の
紅
葉
と
を
見
比

べ
て
み
る
の
も
楽
し
い
で
す
よ
。

お
食
事
に
は
、
ヘ
ル
シ
ー
な
イ
ズ

シ
カ
丼
を
ど
う
ぞ
。
鹿
肉
の
ソ

テ
ー
や
カ
ツ
、
天
ぷ
ら
な
ど
、
各

店
さ
ま
ざ
ま
な
メ
ニ
ュ
ー
を
展
開

し
て
い
ま
す
。

平
塚
市
か
ら
の
ア
ク
セ
ス

〔
電
車
〕伊
豆
箱
根
鉄
道
な
ど
で
約

２
時
間〔
車
〕西
湘
バ
イ
パ
ス
な
ど

で
約
2
時
間

シ
イ
タ
ケ

　
炭
火
で
焼
い
て
醤
油
を
垂

ら
し
た
り
、
干
し
シ
イ
タ
ケ

を
煮
物
に
入
れ
た
り
と
、
楽

し
み
方
は
い
ろ
い
ろ
。
焼
い

た
シ
イ
タ
ケ
に
伊
豆
の
ワ
サ

ビ
を
付

け
て
食

べ
る
の

も
乙
な

も
の
。

リ
ン
ゴ

　
花
巻

は
日
本

有
数
の

リ
ン
ゴ

産
地
で
す
。

　
袋
を
か
ぶ
せ
ず
に
、
日
光

を
た
っ
ぷ
り
と
与
え
て
育
て

た
、
甘
く
て
シ
ャ
キ
ッ
と
お

い
し
い
リ
ン
ゴ
を
お
楽
し
み

く
だ
さ
い
。

ワ
サ
ビ

　
お
刺

身
や
お

肉
に
ど

う
ぞ
。

一
押
し

は
、
す
り
お
ろ
し
た
ワ
サ
ビ

と
鰹
節
、
醤
油
を
和
え
、
温

か
い
ご
飯
に
乗
せ
て
食
べ
る

﹁
ワ
サ
ビ
丼
﹂。
ち
ょ
っ
と
通

な
食
べ
方
で
す
。

ア
ン
ニ
ョ
ン
キ
ム
チ

　
す
り
お
ろ
し
た
リ
ン
ゴ
を

た
っ
ぷ
り
使
っ
た
、
甘
み
と

コ
ク
の
あ
る
キ
ム
チ
で
す
。

辛
い
物
が
苦
手
な
方
も
お
い

し
く
召

し
上
が

れ
る
、

ま
ろ
や

か
な
味

わ
い
。

浄蓮
の滝の伊豆の踊子像

胡
こ
四
し
王
おう
蘇民祭　宮沢賢治記念館が建つ胡

四王山。男衆がたいまつを手に山頂の神
社を目指す。花巻市指定無形民俗文化財。

岩手県指定無
形民俗文化財
﹁幸田神楽﹂

▲修善寺の竹林の小
こ
径
みち
。明治時代には

夏目漱石が「修善寺日記」を記した▼イズ
シカ丼。地場産の食材を使用している


