
 

 令和３年４月１７日正午から戸田駅前広場でまちづくりの会総会を開催しま

した。当日は朝から小雨が降っていましたが、正午には先ほどまでの雨が嘘の

ように青空が出ました。まちづくりの会の総会を手短にして、時節柄マスクを

しての懇親会を開催しました。サザエ、イカ、貝柱とレンチョウ、サヨリ、カ

マスの一夜干しを炭火で焼き、熱い肴に冷たいビール、堪らなく美味い。むす

び、漬物もうまい。新玉ねぎ、さつまいもも焼いた。美味い、美味い。参加者

は９人でしたが、マスクをして楽しく話しながら懇親を深めました。 

 【令和３年度活動方針】 

（１）戸田駅を中心とした活動を継続する 

①西徳山の玄関口である戸田駅を「花の駅」として整備する 

・戸田駅を花で飾る…花壇の花の種類を増やす。 

・「湯戸飛夜いけいけだより」で「花の駅」を積極的にＰＲする。 

②戸田駅前でのイベントを継続する（スタミナ補給 BBQ 大会、秋覚祭など） 

（２）「道の駅ソレーネ周南」を拠点とした活動に取り組む 

①「道の駅ソレーネ周南」の盛り上げに協力する（イベントへの参画など） 

（３）西徳山の発展を目指した新たな活動に取り組む 

①“観光資源”“自然環境”を活かした活動を目指す 

・西徳山 3 地区の歴史・観光・史跡を紹介したＭＡＰをつくる（ウォークＭＡ

Ｐと連動） 

・地元の有名人を探し「湯戸飛夜いけいけだより」で紹介する 

② 西部地域のウォーキングコースをＰＲする 

・「てくてくウォーク」のコースマップの作成とマップのＨＰへの登録 

（４）交流・研修・広報活動に取り組む 

①研修旅行、見学会の開催 

②「湯戸飛夜いけいけだより」の定期発行 

（５）組織を充実し拡大する 

①会員増強 

・広報、イベントを活用して会員を増やす 

②会員の参加を促す 

・会員の多くが参加できるイベントを考える 

・映画鑑賞等のイベント 

（６）他の諸団体と連携し効果的な活動を展開する 

①他団体との連携 

 ・地域で行われるイベントへ参加し、自治会などの地域住民とも連携して、 

まちづくり活動を継続する。 

②行政との連携及び提案 

 ぬ 
  

発行 西徳山まちづくりの会 

２０２１年７月１日 第５２号 

湯戸飛夜いけいけだより 

ゆ ― と ぴ や 

会員募集中 

あなたも「西徳山

まちづくりの会」

で一緒に活動しま

せんか。会では、

常時、会員を募集

しています。 

 

E-mail： 
nishitokuyamamatizuk

urinokai@gmail.com 

 

Jinen Joe familly  Jinen Joe family 

記事: 
 

・令和３年度まちづ

くりの会総会を開催

しました 

 

・連載小説 
『男でござる 新

説天野屋利兵衛』

第３回 

 

・名所・旧跡めぐり 

四郎谷の“天野屋

利兵衛誕生地の

碑” 

 
・お願い 

“鯉のぼり”をご提

供下さい 

 

・今後の行事予定 

令和３年度まちづくりの会総会を開催しました 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
載
小
説 

男

 

新
説
天
野
屋
利
兵
衛

 
 

第
参
回 

 
  

    

文 

城
山 

耕
作 

喜
兵
衛

利
兵
衛

誕
生 

 

関

原
合
戦
か
ら
七
十
年
が
経

て
い
る

昭

和
の
太
平
洋
戦
争
か
ら
七
十
年
も
経
つ
と

平
和

な
世
の
中
が
当
た
り
前
に
な

て
い
る
よ
う
に

江
戸
時
代
の
幕
藩
体
制
で
も
欠
伸
の
出
そ
う
な
日

常
が
続
く
の
で
あ
る

江
戸
で
は
人
口
も
爆
発
的

に
増
え
て

世
界
で
も
有
数
の
都
市
に
発
展
し

て

経
済
活
動
も
殷
賑
を
極
め
て
い
た

 

 

各
藩
に
お
い
て
は

そ
ん
な
江
戸
と
国
元
と
の

二
重
生
活
に
加
え

幕
府
か
ら
は
こ
こ
を
修
理
せ

よ

あ
そ
こ
の
工
事
を
し
ろ
と

お
金
が
か
か
る

こ
と
ば
か
り
言

て
く
る

そ
の
上
江
戸
で
は
火

事
が
頻
繁
に
起
き
る

そ
の
火
事
に
巻
き
込
ま
れ

で
も
し
た
ら

財
政
は
た
ち
ま
ち
逼
迫
し
て
く

る

ど
こ
の
藩
で
も
財
政
問
題
で
頭
を
抱
え
て
い

た

 

 

徳
山
藩
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る

藩
主
の
就

隆
も
三
田
の
藩
邸
で
の
暮
ら
し
に
す

か
り
馴
染

ん
で
い
る

一
国
一
城
令
で
城
は
な
い
が

大
名

と
み
な
さ
れ
て
い
る

四
万
二
千
石
と
し
て
の
見

栄
も
あ
る

 

 

出
費
も
そ
れ
な
り
に
嵩
ん
で
く
る
の
で
あ
る

 

 

そ
ん
な
中
で

家
老
の
神
村
将
監
は
財
政
改
革

に
乗
り
出
し
た

財
政
の
基
本
は

入
る
を
量

て

出
る
を
制
す

で
あ
る

つ
ま
り
ど
れ
だ
け

の
収
入
が
あ
る
の
か
を
し

か
り
把
握
し
て

そ

れ
に
見
合

て
出
費
を
抑
え
よ
う
と
い
う
物
で
あ

る

将
監
に
と

て
は

そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
れ

る
ま
で
も
な
く
知
り
抜
い
て
い
る

倹
約
は
こ
れ

以
上
で
き
な
い
ほ
ど
既
に
実
行
し
て
い
る

さ

て

ど
う
す
る

将
監

 

 

中
国
地
方
全
土
を
治
め
て
い
た
毛
利
は

関

原
の
戦
で

い
つ
の
間
に
か
西
軍
の
総
元
締
め
の

よ
う
な
地
位
に
置
か
れ
た

あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い

う
間
に
負
け
戦
に
な
り

防
長
二
州
に
封
じ
込
め

ら
れ
た
の
で
あ
る

し
か
し

毛
利
氏
の
偉
い
の

は
家
来
を
リ
ス
ト
ラ
す
る
こ
と
な
く
連
れ
て
き
た

の
で
あ
る

当
然
で
は
あ
る
が

給
料
は
大
幅
に

削
減
し
て
い
る

こ
れ
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
の

で

武
士
で
あ
り
な
が
ら

手
に
鍬
を
も

て
小

さ
な
畑
を
耕
し
家
庭
菜
園
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た

り
し
て

糊
口
を
し
の
い
だ
の
で
あ
る

 

 

そ
う
い

た
事
情
も
あ

て

も
う
こ
れ
以
上

の
給
料
な
ど
の
経
費
の
削
減
は
難
し
い
と
将
監
は

考
え
た

そ
れ
で
は
収
入
を
増
や
せ
ば
よ
い
の
で

は
な
い
か

 

 

そ
う
だ

物
を
売

て

利
益
を
上
げ
よ

う

 

 

ま
も
な
く
元
禄
時
代
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る

上
方
や

政
治
の
中
心
の
江
戸
で
は
物
の
需
要
が

急
激
に
増
加
し
て
い
る

今
こ
そ
徳
山
藩
で
生
産

す
る
生
活
必
需
品
を
持

て
い
け
ば

か
な
り
の

収
入
に
な
る

藩
が
商
い
を
や

て
は
い
け
な
い

理
由
な
ど
あ
り
は
し
な
い

 

 

こ
う
し
て
徳
山
産
の
米

紙

塩
の
三
白
を
特

産
品
と
し
て

藩
の
専
売
品
に
し
た
の
で
あ
る

藩
の
役
人
に
農
業
を
勉
強
さ
せ
て

徹
底
し
て
営

農
指
導
に
当
た
ら
せ
た
り

農
機
具
を
貸
し
与
え

た
り

肥
料
与
え
た
り
し
て

米
の
増
産
に
取
り

組
ん
だ

農
業
に
本
腰
を
入
れ
た
の
で
あ
る

決

し
て
金
融
に
走

た
り
し
て

営
農
指
導
を
疎
か

に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か

た

 

 

紙
も
最
初
は
品
質
が
悪
い
な
ど
と
ケ
チ
を
つ
け

ら
れ
て

買
い
叩
か
れ
た
り
し
た
け
ど

藩
に
よ

る
品
質
管
理
で

立
派
な
製
品
と
し
て
上
方
で
高

く
売
れ
る
よ
う
に
な

た

 

 

そ
し
て
塩
で
あ
る
が

福
川
に
藩
営
の
塩
田
を

作

て

塩
の
生
産
販
売
に
も
手
を
出
し
て
い

た
の
で
あ
る

こ
れ
が
の
ち
に
赤
穂
藩
と
の
つ
な

が
り
に
な

て
こ
よ
う
と
は

こ
の
時
の
神
村
将

監
は
知
る
由
も
な
か

た

 

 

神
村
は
藩
主
就
隆
に
呼
ば
れ
て

江
戸
へ
行
く

こ
と
も
あ
る

副
市
長
の
東
京
出
張
で
あ
る

国

元
徳
山
の
現
状
や
財
政
の
こ
と
や
そ
の
他
諸
々
説

明
す
る

藩
主
か
ら
お
金
の
工
面
を
頼
ま
れ
る
こ

と
も
よ
く
あ
る

呼
ば
れ
る
理
由
は
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
お
金
の
工
面
の
こ
と
が
主
な
理
由
で
あ

た

 

 

江
戸
で
は
五
代
将
軍
綱
吉
が

生
類
憐
み
の

令

を
出
し
て

江
戸

子
ら
に
顰
蹙
を
買

て

い
る
が

封
建
時
代
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
い

今
で
は

周
ニ

ン
市

と
言

た
だ
け

で

市
長
が
首
に
な
る
世
の
中
で
あ
る

 

そ
ん
な

と
て
つ
も
な
く
忙
し
い
将
監
で
あ

た
が

萬
の
こ
と
は
い
つ
も
彼
の
頭
か
ら
離
れ
る

こ
と
は
な
か

た

忙
し
さ
の
間
に
も
逢
瀬
を
重

ね

い
つ
し
か
萬
の
体
の
中
に
は

新
し
い
命
が

宿

て
い
た
の
で
あ
る

 

 

初
代
徳
山
藩
主

就
隆
の
憂
鬱 

 

こ
こ
で

筆
者
は
天
野
屋
利
兵
衛
の
伝
説
を
も

う
一
度
確
認
し
て
み
る

西
徳
山
農
事
放
送
電
話

農
協
刊
の

ふ
る
さ
と
物
語

の
記
述
に
よ
る
と 

 

天
野
屋
利
兵
衛
の
父
親
は
神
村
将
監
と
い

て

か
つ
て
は
禄
千
石
を
食
ん
だ
毛
利
家
支
藩
徳

山
藩
の
家
老
職
で

そ
の
子
利
兵
衛
の
誕
生
地
は

戸
田
字
四
郎
谷
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
将
監
が
あ
る
日

遠
乗
り
か
ら

の
帰
途
馬
を
と
ば
し
て
富
田
川
を
渡

た
と
こ

ろ

お
り
あ
し
く
そ
の
川
下
で

若
殿
が
釣
り
糸



 

 

 

の
申
し
入
れ
を
し
て
き
た
が

徳
山
に
は
関
係

な
い

と
あ

さ
り
断
り
も
し
た

 

 

そ
の
後
六
十
七
歳
で
妾
腹
の
子
が
生
ま
れ
た

そ
し
て
七
十
の
歳
に
は
継
室
が
男
の
子
を
産
ん

だ

 

 

こ
こ
最
近
は

江
戸
は
三
田
の
藩
邸
か
ら
出
る

こ
と
も
少
な
く
な
り

徳
山
が
ど
う
な

て
い
る

の
か
わ
か
ら
な
い

す
べ
て
は
神
村
将
監
に
任
せ

た
き
り
で
あ
る

 

 

儂
も
年
を
取

た
も
の
で
あ
る

あ
の
世
へ
行

て
か
ら
の
後
の
こ
と
が
気
に
な
る
が

後
添
え

の
子
の
元
賢
が
後
を
継
ぐ
こ
と
に
し
て
い
る

も

う
七
歳
に
な

た
は
ず

 

 

今
で
は
喜
寿
は
そ
こ
ら
中

出
会
う
人
ご
と
に

後
期
高
齢
者
で
あ
る
が

当
時
と
し
て
は
大
変
長

寿
で

珍
し
い
存
在
で
あ

た
で
あ
ろ
う

六
十

数
年
の
長
き
に
わ
た
り

藩
主
を
務
め
た
就
隆
で

あ

た
が

わ
が
ま
ま
で
不
満
の
多
い
人
生
で
も

あ

た

総
て
が
こ
の
よ
う
で
あ

た
の
で

神

村
将
監
は
じ
め
藩
の
幹
部
ら
の
苦
労
は
推
し
て
知

る
べ
し
で
あ
る

 

 

ロ

マ
帝
国
の
政
治
家
で
哲
学
者
の
セ
ネ
カ

は

そ
の
著
書

生
の
短
さ
に
つ
い
て

で

生

は
浪
費
す
れ
ば
短
い
が

活
用
す
れ
ば
十
分
に
長

い
と
説
い
て
い
る

 

 

話
を
元
に
戻
そ
う

 

 

就
隆
は
三
田
の
藩
邸
で
息
を
引
き
取

た

齢

七
十
八
歳
で
あ

た

そ
の
後

定
石
通
り
継
室

の
子
元
賢
が
わ
ず
か
十
歳
で
藩
主
に
就
任
し

順

調
に
進
ん
で
い
る
か
に
思
わ
れ
た
が

こ
の
幼
い

藩
主
は
病
弱
で
二
十
一
歳
で
こ
の
世
を
去

た

 

 

で
は

つ
ぎ
の
藩
主
は
誰
に
な
る
の
か
焦
眉
の

問
題
で
あ

た

ど
こ
の
藩
で
も
後
継
ぎ
の
争
い

で

藩
の
幹
部
ら
が
分
断
さ
れ
て
大
喧
嘩
の
も
と

に
な

て
い
る

太
古
の
昔
よ
り
権
力
の
座
を
め

ぐ
り

途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
争
い
を
繰
り
返
し

て
き
た
の
で
あ
る

 

 

徳
山
藩
で
は
妾
腹
の
子
の
元
次
が
い
る

一
方

で

こ
れ
を
良
し
と
し
な
い
萩
の
本
藩
は

長
府

藩
の
次
男
を
迎
え
る
よ
う
に
動
い
た

神
村
の
立

場
は
本
藩
の
意
向
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
の

で

元
次
の
後
継
に
反
対
と
い
う
こ
と
に
な

た

 

 

だ
が

元
次
は
聡
明
で

徳
山
藩
の
幹
部
ら
に

何
ら
反
対
す
る
理
由
を
見
い
だ
せ
ず

あ

さ
り

と
三
代
藩
主
に
は
元
次
が
決
ま

て
し
ま

た

 

 

藩
主
の
元
次
は

神
村
将
監
を
呼
ん
で

 

 

こ
の
度
の
後
継
問
題
で
の
神
村
の
立
場
は
よ

く
わ
か
る

そ
な
た
の
こ
れ
ま
で
の
働
き
や
功
績

に
も
大
な
る
も
の
が
あ
る

そ
な
た
を
失
う
の
は

わ
が
藩
に
と

て
大
き
な
痛
手
で
あ
る

し
か

し

こ
の
ま
ま
で
は
他
の
藩
士
に
示
し
が
つ
か
な

い

信
賞
必
罰
は
わ
が
信
条
で
あ
る

よ

て
神

村
家
の
断
絶
を
申
し
付
け
る

と
言
い
渡
し

た

 

 

将
監
は
静
か
に
頷
い
て

謹
ん
で
承
り
ま

す

こ
の
後
は
四
郎
谷
に
て

余
生
を
過
ご
す
つ

も
り
に
ご
ざ
い
ま
す

 

ど
こ
か
ほ

と
し
た

心
の
安
ら
ぎ
を
感
じ
た

元
次
も

そ
う
で
あ
る

か

徳
山
藩
に
い
て
く
れ
る
の
だ
な

と
ほ
ほ

笑
ん
で
言

た

 

 

伝
説
で
は

四
郎
谷
へ
移
り
住
ん
だ
将
監
は
里

の
娘
マ
ン
と
の
間
に
一
子
喜
兵
衛
を
も
う
け
た
と

あ
る
が

そ
れ
で
は
赤
穂
浪
士
の
事
件
ま
で
余
り

に
も
時
間
が
短
い
の
で

筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
書

い
て
き
た
よ
う
に

す
で
に
マ
ン
と
の
間
に
喜
兵

衛
は
誕
生
し
て
い
る
か

あ
る
い
は
す
で
に
上
方

へ
出
て
居
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う

 

 

続
き
は
次
号
で
そ
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
書
い

て
み
た
い

 

を
垂
れ
楽
し
ん
で
い
た

そ
う
と
は
知
ら
ぬ
将
監

は
馬
か
ら
降
り
る
で
も
な
く
川
を
渡

た
の
で
あ

る

こ
の
こ
と
が
若
殿
の
怒
り
を
買

た
の
で
あ

る

こ
の
事
情
を
知

た
将
監
は
浪
人
し
て
四
郎

谷
に
隠
退
し
た
の
で
あ
る

こ
こ
で
里
の
娘
マ
ン

を
後
妻
に
め
と
り
一
子
喜
平
を
も
う
け
た

後
に

大
阪
に
出
て
商
人
に
な

た
と
い
う
こ
と
で
あ

る

 

 

一
子
喜
平
は
成
長
し
て
天
野
屋
へ
養
子
に
も
ら

わ
れ
て
利
兵
衛
と
あ
ら
た
め
た
の
が

世
に
い
う

義
商
天
野
屋
利
兵
衛
と
い
う
こ
と
で
あ
る

 

と
書
か
れ
て
い
る

地
域
の
伝
説
は

伝
説
と
し

て
大
事
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
の
だ
が

天
野

屋
利
兵
衛
の
存
在
を
よ
り
信
憑
性
の
あ
る
も
の
に

し
た
い
筆
者
と
し
て
は
フ

ク
シ

ン
と
ノ
ン
フ

ク
シ

ン
の
間
を
行

た
り
来
た
り
し
て

新

説
天
野
屋
利
兵
衛
を
探

て
み
た
い

 

 

そ
れ
で
は

今
回
の
題
名
で
あ
る

初
代
徳
山

藩
主

毛
利
就
隆
の
憂
鬱
を
書
き
始
め
る
と
す

る

 

 

就
隆
は

曾
祖
父
が
あ
の
レ
ジ

ン
ド
毛
利
元

就
で
あ
り

父
親
は
関

原
合
戦
で
西
の
総
大
将

を
務
め
た
輝
元
で
あ
る

敗
戦
後
輝
元
は
萩
に
閉

じ
込
め
ら
れ
て
家
督
を
長
男
に
譲
り

次
男
の
就

隆
に
は
徳
山
藩
を
分
家
と
し
て
与
え
て
い
る

 

 

そ
し
て
今

徳
山
開
府
か
ら
お
よ
そ
六
十
年
経

て
い
る

就
隆
の
分
家
が
十
七
才
だ
か
ら
も
う

喜
寿
に
な
る

就
隆
は
来
し
方
を
回
想
す
る

 

 
(

思
え
ば
人
生
短
い
も
の
だ

ま
だ
ま
だ
や
り
残

し
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る

若
い
こ
ろ
に
は
長
府
藩
か
ら
嫁
を
も
ら

た
が

気
に
い
ら
な
い
の
で
離
婚
し
た

 

 

本
家
が
幕
府
か
ら

桜
田
見
附
の
矢
倉
の
修

理

を
仰
せ
つ
か

た
時
の
こ
と
だ

萩
の
本
藩

は
出
費
が
か
さ
む
の
で

徳
山
に
も
応
分
の
負
担



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後の行事予定 
戸田駅前広場周辺の清掃 

毎月第２、第４土曜日の１６時から、戸田駅前広場の清掃と花壇の

手入れを行っています。 

お手伝いしていただける方、大歓迎です。 

西徳山まちづくりの会 
ホームページ URL: 

nishitokuyama.web.fc2.com 

編集後記 
 

ＳＤＧ’ｓというのをご存

じだろうか。「当然知ってい

る」といった答えが返ってく

るだろうとは思うが、今一度

再確認をしておきたい。 

持続可能な開発目標という

ことで、国連が２０３０年ま

でに、貧困や飢餓への対策、

気候変動や海洋汚染などへの

具体的取組など１７項目の目

標を掲げている。 

自治体の職員などがＳＤＧ

‘ｓバッジを襟につけたり、

企業が取組を宣言したりして

いるが、日本国としてその取

り組みが世界をリードするも

のであってほしいし、私たち

一人一人が意識を持つことが

大事なことだと思う。 

では、私たちは具体的に何

をすればいいのだろうか。地

球規模で物事を考えて現状を

憂えたりしても始まらない気

がする。２０３０年までに残

り９年しかないと焦ってみて

も仕方ない。グローバルに考

えることやタイムスケジュー

ルを作ることは確かに大事な

ことではある。 

わたしたちまちづくりの会

は、戸田駅前で「いけいけフ

ェスタ」を行ってきた。その

時もったいない運動も展開

し、何年か続けてきた実績も

ある。 

そうだ。ＳＤＧ’ｓとはも

ったいない運動そのものでは

ないか。西徳山まちづくりの

会ではもったいないを合言葉

に活動を続けてみよう。 

発行責任者 

会  長  神本康雅 

広報部長  木曽裕子 

 「天野屋利兵衛は男でござる」と役人に啖呵を切った天野屋利兵衛は
赤穂浪士討ち入りの影の英雄として知られています。彼は、周南市⼾⽥
四郎谷に生まれたと言い伝えられています。 

 四郎谷の東、山陽本線沿いの小
高い丘の麓にある案内の碑。ここ
から急な山道を息を切らせながら
５分登ると山頂の広場に到着しま
す。この東端に天野屋利兵衛誕生
地の碑があります。 

シリーズ「名所・旧跡めぐり」  

四郎谷の“天野屋利兵衛誕生地の碑” 

 
碑の裏面 

 
  

 

 
碑の表面 

お願い “鯉のぼり”をご提供下さい 

ソレーネ周南の親水公園に毎年５月に鯉のぼ
りを上げています。お宅で眠っている“鯉のぼ
り”はありませんか。ご提供いただける方は、
ソレーネ周南までご持参ください。 

 


