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発行 西徳山まちづくりの会 

２０２２年４月１日 第５４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年度の活動

について 

 

 

・連載小説 
『男でござる 新

説天野屋利兵衛』

第５回 

 

・花いっぱい運動 

戸田駅前の放置自

転車が撤去されま

した 

 

・まちづくりの会あ

の日あの時 

戸田駅前広場の整

備及び美化活動 

 

・今後の行事予定 

 令和３年４月１７日に西徳山まちづくりの会総会を開催し、令和３年度

の活動を開始しましたが、令和２年度に続き、新型コロナウィルス感染拡

大防止のため、不特定多数が集う行事やイベントは中止を余儀なくされて

います。こうした中で、環境美化をメインに取り組み、人と人が集う場の

提供のイベントは会員のみで行うこととなりました。 

 

（１）戸田駅を中心とした活動を継続する。 

①毎月第２、第４土曜日に戸田駅前の清掃及び花壇の手入れを実施しま

した。花は、年に２回植え替えています。夏場の花壇の水遣りを有志に

よる当番で行いました。 

②令和３年度周南市花壇コンクールに応募し、令和２年度の「特別賞」

に続き、「優秀賞」を受賞しました。 

③戸田駅前広場で令和３年７月２４日と令和３年１１月６日に「駅前ビ

アガーデン」を会員だけで開催しました。 

（２）「道の駅ソレーネ周南」を拠点とした活動に取り組む。 

①『ソレーネ周南イベント実行委員会』に会から委員を出しました。 

 例年開催の「ソレーネ周南周年記念」及び「西徳山いけいけ大収穫祭

ｉｎソレーネ周南」は新型コロナ感染拡大防止のため開催されませんで

した。 

（３）西徳山の発展を目指した新たな活動に取り組む。 

（４）交流・研修・広報活動に取り組む。 

①令和３年度研修視察は中止しました。 

②広報誌を令和３年４月１日号、令和３年７月１日号と令和４年１月１

日号の３回発行し、新聞折り込みで湯野、戸田、夜市地区に配布しまし

た。 

（５）組織を充実し拡大する。 

①令和３年４月から令和４年３月の間、毎月第３水曜日に映画鑑賞会を

９回開催しました。 

（６）他の諸団体と連携し効果的な活動を展開する。 

①「周南こどもゆめまつり」は開催されませんでした。 

②戸田駅前花壇で「公園花とみどり課」と「種から育てる花作り」を連

携して進め、「地域花壇づくり講座」を２名が受講しました。 

令和３年度の活動について 
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喜
兵
衛
の
決
心

下

 

 

当
時
は

船
乗
り
と
言
え
ば
荒
く
れ
者
と
い
う

イ
メ

ジ
が
強
く

あ
ま
り
印
象
は
良
く
な
か

た
が

幕
府
の
米
や
各
藩
の
物
資
を
運
ぶ
船
の
乗

組
員
は

礼
儀
正
し
く

紳
士
で
あ

た

四
郎

谷
に
上
陸
し
て
も
酒
は
飲
む
け
れ
ど

喧
嘩
と
か

は
ま
ず
し
な
い

 

 

幕
府
や
各
藩
は

廻
船
問
屋
に
委
託
・
用
船
す

る
の
だ
が

廻
船
問
屋
と
し
て
も
幕
府
や
各
藩
に

迷
惑
を
か
け
る
訳
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る

 

 

萬
と
将
監
の
間
に
生
ま
れ
た
喜
兵
衛
は

萬
に

よ

て
大
切
に
育
て
ら
れ
た

喜
兵
衛
も
萬
の
言

い
つ
け
を
よ
く
守
る

聞
き
分
け
の
良
い
子
で
あ

た

そ
ん
な
喜
兵
衛
が
船
乗
り
に
成
り
た
い
な

ど
と
い
う
と
萬
は
ど
ん
な
反
応
を
す
る
だ
ろ
う

父
は
御
家
断
絶
に
な

た
と
は
い
え

元
徳
山
藩

の
家
老
で
あ
る

は
た
し
て
両
親
は
許
可
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
か

喜
兵
衛
は
考
え
る

 

 

俺
も

十
五
に
な
る

い
つ
ま
で
も
父
や
母

の
許
で
暮
ら
す
訳
に
も
い
く
ま
い

学
問
も
一
通

り
修
め
た

あ
こ
が
れ
の
河
村
瑞
賢
の
よ
う
に
な

る
に
は

こ
の
四
郎
谷
を
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

俺
は
母
親
の
お
か
げ
で
読
み
書
き
は
で

き
る
が

実
際
を
知
ら
な
い

船
乗
り
た
ち
は

読
み
書
き
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が

風
が

読
め
る

天
気
が
読
め
る

そ
し
て
太
陽
や
星
の

位
置
で
自
分
の
船
の
位
置
を
知
る
と
い
う

船
頭

に
で
も
な
れ
ば
直
接
商
い
も
で
き
る

そ
う
す
れ

ば

実
際
の
世
の
中
の
動
き
が
分
か

て
く
る

今
の
俺
に
必
要
な
も
の
は
商
い
の
現
場
で
何
が
起

こ

て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
だ

両
親
を
説
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

あ
の
お
と
な
し
く

賢
い
喜
兵
衛
は
思
い
詰
め

る
の
で
あ

た

 

 

そ
し
て
あ
る
日

喜
兵
衛
は
夕
ご
飯
が
済
ん

で

母
親
の
萬
と
父
親
の
将
監
が
二
人
そ
ろ

て

い
る
の
を
見
計
ら

て

自
分
の
決
心
を
カ
ミ
ン

グ
ア
ウ
ト
す
る
の
で
あ

た

 

 

お
父
様

お
母
様

私
は
十
五
歳
に
な
り
ま

す

私
は
河
村
瑞
賢
先
生
の
よ
う
な

世
の
た
め

人
の
た
め
に
役
立
つ
商
人
に
な
り
た
い
と
思
い
ま

す

そ
の
た
め
に
は
船
乗
り
に
成

て

世
間
を

見
聞
し
よ
う
と
思

て
お
り
ま
す

ど
う
か
お
許

し
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

 

 

黙

て
聞
い
て
い
た
母
親
の
萬
は

い
た

て

静
か
に
頷
い
て

 

 
い
つ
か
こ
の
日
が
来
る
と
思

て
い
ま
し

た

お
前
は
父
親
に
似
て
学
問
も
よ
く
で
き
る

こ
こ
に
い
る
の
は
も

た
い
な
い

世
の
た
め
に

働
く
が
よ
い

と
言
う

 
 

 

い

ぽ
う

父
親
の
将
監
は

 

 

利
発
で

聞
き
分
け
の
良
い
喜
兵
衛
が
言
う

の
だ
か
ら
決
心
は
固
い
の
で
あ
ろ
う

こ
れ
ま
で

父
と
し
て
何
も
し
て
や
れ
な
か

た
の
だ
が

お

前
の
旅
立
ち
に
あ
た

て
少
し
ば
か
り
の
ヒ
ン
ト

を
や
ろ
う

 

 

塩
づ
く
り
が
盛
ん
な
の
は

第
一
が
赤
穂
藩

で

二
番
目
が
萩
の
本
藩
で

三
田
尻
の
塩
田
で

作

て
い
る

徳
山
藩
で
も
福
川
塩
田
が
あ

る

 

 

わ
し
が
江
戸
へ
行

た
と
き

三
田
の
藩
邸

に
し
ば
ら
く
逗
留
し
た
こ
と
が
あ
る

そ
の
時
赤

穂
藩
の
家
老
で
あ
る
大
石
殿
と
気
が
合

て

話

し
込
ん
だ
こ
と
が
あ
る

 

 

赤
穂
藩
は
五
万
石
で
小
さ
な
藩
だ
が

塩
で

儲
け
て
大
変
豊
か
で
あ
る
そ
う
だ

徳
山
藩
も
四

万
石
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ

塩
友
達
だ

 

 

そ
の
時
大
石
殿
か
ら
聞
い
た
の
だ
が

塩
の

輸
送
は
堺
の
廻
船
問
屋

天
野
屋

を
使

て
い

る

仕
事
が
丁
寧
で
安
心
し
て
任
せ
ら
れ
る
と
の

こ
と
だ

た

そ
れ
を
聞
い
て

わ
し
は
徳
山
で

は
言
う
に
及
ば
ず

萩
に
も
天
野
屋
を
使
う
よ
う

に
具
申
し
た

今
は
萩
も
徳
山
も
天
野
屋
を
使

て
い
る

 

 

わ
し
が
手
紙
を
書
い
て
や
る
の
で

そ
れ
を

持

て
三
田
尻
へ
行
け

そ
こ
か
ら
天
野
屋
の
船

に
乗
り
込
む
よ
う
に
頼
ん
で
や
る

 

 

喜
兵
衛
は
感
激
の
涙
を
袖
で
拭
う
と

 

 

お
父
様

お
母
様

お
許
し
を
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

そ
の
上
何
か
ら
何
ま
で

取
り
計
ら

て
い
た
だ
き

感
謝
に
堪
え
ま
せ

ん

 

 

こ
う
し
て

喜
兵
衛
は
四
郎
谷
を
後
に
す
る
の

で
あ

た

当
時
は
家
を
離
れ
て
遠
方
へ
行
く
と

い
う
こ
と
は
今
生
の
別
れ
の
よ
う
で
あ

た
で
あ

ろ
う

 

 
 
 

旅
立
ち 

 
 

日
向
坂
４
６

フ

テ

シ

ク
ス

と
い
う
ア
イ
ド
ル
グ
ル

プ
を
ご
存
知
だ
ろ
う

か

他
に
も
乃
木
坂
４
６
な
ど
が
あ
る

た
ぶ
ん

Ａ
Ｋ
Ｂ
４
８
の
流
れ
を
く
む
グ
ル

プ
で
あ
ろ
う



 

 

 

 

四
郎
谷
を
出
て

山
陽
道
に
向
か
う

戸
田
は

萩
本
藩
の
所
領
で
あ
る

本
藩
の
家
老
で
あ
る
堅

田
氏
の
重
臣
山
田
様
の
お
屋
敷
の
前
を
通
り

山

陽
道
を
下
る

 

 

後
の
幕
末
時
に
は
こ
の
山
田
様
の
お
屋
敷
が

尊
王
攘
夷
派
の
志
士
ら
の
立
ち
寄
り
場
所
と
な

る

幕
末
の
萩
毛
利
藩
の
財
政
を
支
え
た
村
田
清

風
の
書
も
あ
る

今
で
は
戸
田
に
ほ
ど
近
い

同

じ
萩
本
藩
の
所
領
で
あ

た
湯
野
と
い
う
場
所
に

移
設
さ
れ
て
い
る

 

 

し
ば
ら
く
行
く
と

椿
峠
に
差
し
掛
か
る

峠

を
下
る
と
富
海
に
入
る

こ
こ
は
再
び
徳
山
藩
の

所
領
に
な
る

こ
の
富
海
と
い
う
場
所
は
長
州
萩

に
と

て

重
要
な
場
所
で
あ
る

京
・
大
阪
へ

大
き
い
荷
物
を
運
ぶ
に
は
水
深
の
深
い
三
田
尻
の

港
を
使
う
が

人
や
書
状
と
い

た
ご
く
軽
い
も

の
を
運
ぶ
に
は

こ
の
富
海
の
浜
か
ら
出
る
飛
舟

と
び
ぶ
ね

と
い
う

一
枚
帆
の
ご
く
舟
足
の

速
い
小
さ
な
舟
が
便
利
で
あ

た

お
そ
ら
く
幕

末
に
は

萩
あ
る
い
は
山
口
の
政
庁
と
風
雲
急
を

告
げ
る
京
の
都
等
の
間
を

富
海
か
ら
の
飛
舟
が

人
や
書
状
を
積
ん
で
行
き
交

た
で
あ
ろ
う
こ
と

は

容
易
に
想
像
で
き
る

 

 

ま
た

英
国
派
遣
中
の
伊
藤
博
文
と
井
上
薫
が

下
関
戦
争
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
帰
国
し
て

隠
れ

る
よ
う
に
し
て
上
が

た
の
が
こ
の
富
海
の
浜
で

あ

た

 

そ
の
富
海
を
抜
け
る
と
坂
を
上
る

こ
の
坂
を

橘
坂
と
よ
ぶ

富
海
は

東
の
椿
に
西
の
橘
を
配

し
て
い
る

 

 

喜
兵
衛
は
富
海
に
別
れ
を
告
げ

さ
ら
に
西
に

下
る
と

三
田
尻
の
港
へ
向
か

た

 

 

港
に
着
く
と

千
石
積
み
の
大
き
な
船
が
い

る

四
郎
谷
で

遠
く
の
入
江
に
風
待
ち
を
し
て

い
る
の
は
何
度
も
見
た
こ
と
が
あ
る
が

こ
ん
な

に
近
く
で
見
る
の
は
初
め
て
で
あ
る

ま
だ
荷
を

積
ん
で
い
な
い
の
で

船
は
そ
の
全
容
を
現
し

特
段
に
大
き
く
見
え
る

そ
の
大
き
さ
に
圧
倒
さ

れ
な
が
ら

喜
兵
衛
は
船
に
か
け
て
あ
る
板
橋
を

上

て
い

た

 

 

船
に
は
何
人
か
の
水
主

か
こ
・
船
の
乗
組

員

が
積
み
荷
の
準
備
を
し
て
い
た

 

お
頼
み
申
し
上
げ
ま
す

元
毛
利
徳
山
藩
士
神

村
将
監
の
息
子

喜
兵
衛
と
申
し
ま
す

船
頭
さ

ん
は
御
在
船
で
し

う
か

父
に
教
え
ら
れ
た

と
お
り
に
言
う
と

乗
組
員
の
一
人
が

 

お
ま
え
だ
な

船
頭
が
言

て
い
た
新
入
り

て
い
う
の
は

ち

と
待

て
い
ろ

と

船
室
へ
入

て
い

た

暫
く
す
る
と

年
の
こ

ろ
は
三
十
少
し
の
上
だ
ろ
う
か

が

し
り
と
し

た
体
格
で
き
り
り
と
し
た
人
相
の
男
が
現
れ
た

 

お
前
が
喜
兵
衛
か

あ
ら
か
じ
め
神
村
殿
か
ら

の
こ
と
藩
庁
を
通
し
て
聞
い
て
お
る

船
で
働
き

た
い
と
の
こ
と

承
知
し
た

俺
は
こ
の
船
の
船

頭
で

信
吉
と
い
う

お
前
の
世
話
は
こ
の
又
七

と
い
う
船
頭
代
行
が
す
る

先
ほ
ど
の
男
が

 

喜
兵
衛
と
や
ら

今
か
ら
お
前
は
俺
と
行
動
を

共
に
す
る

し

か
り
働
け

俺
は
又
七
と
い

う

と
い

て

そ
の
潮
焼
け
し
た
彫
の
深
い

顔
が
微
笑

た

喜
兵
衛
は
船
頭
の
信
吉
も
船
頭

代
行
の
又
七
も
人
の
好
い
憧
れ
の
船
乗
り
た
ち
だ

と
思
い

こ
れ
か
ら
始
ま
る
船
の
生
活
に
希
望
を

抱
く
の
で
あ

た

 

 

以
下
次
号

 

が

夥
し
い
数
の
グ
ル

プ
が
で
き
て

し
か
も

み
な
同
じ
よ
う
な
年
ご
ろ
の
女
の
子
た
ち
で

格

好
も
み
な
同
じ
に
見
え
る
の
で

ど
れ
が
ど
れ
だ

か
さ

ぱ
り
わ
か
ら
な
い

大
晦
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
紅

白
歌
合
戦
は

紅
組
が
こ
の
〇
〇
〇
４
６
と
か
〇

〇
〇
４
８
と
か
が
い

ぱ
い
出
る

ま
た
白
組
は

ジ

ニ

ズ
が
席
巻
を
し
て
い
る

筆
者
が
知

て
い
る
ジ

ニ

ズ
は
あ
お
い
輝
彦
で
あ

た

 

 

話
が
そ
れ
て
い
る
が

日
向
坂
の
話
に
戻
ろ

う

日
向
坂
は
港
区
三
田
に
あ
り

徳
山
藩
の
藩

邸
が
そ
こ
に
あ

た
の
だ

ひ
な
た
坂
で
は
な

く

ひ

う
が
坂
と
読
む

徳
山
藩
の
初
代
藩
主

毛
利
就
隆
は

日
向
の
守
を
名
乗

た

つ
ま
り

毛
利
日
向
守
就
隆
と
な

て
い
た
の
だ

守
は
時

代
が
遡
り

平
安
時
代
の
国
司
の
名
残
で

日
向

の
守
な
ら
ば

日
向

今
の
宮
崎
県

の
国
の
知

事
と
い

た
意
味
で
あ
ろ
う

 

 

で
は
な
ぜ
周
防
の
国
の
徳
山
藩
が
日
向
の
守
な

の
か

江
戸
時
代
に
な
る
と

自
分
の
名
前
に
箔

を
つ
け
る
た
め
に
幕
府
に
お
金
を
払

て

○
○

の
守
を
買

た
ら
し
い

幕
府
も
財
政
ひ

迫
の

折

収
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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 
 

かつて日本もロシアと

陸地で国境を接してい

た。サハリンである。日

露戦争後のポーツマス条

約で、合法的に北緯５０

度以南は、日本の領土と

した。第２次世界大戦末

期、ソ連軍は日ソ中立条

約を一方的に破棄し、サ

ハリンの日本領内に侵攻

した。その後のサンフラ

ンシスコ講和条約で、樺

太千島を放棄したが、ソ

連は条約に参加しなかっ

たので、サハリンの北緯

５０度以南はどこの国の

物でもないのであるが、

ロシアがその全域を施政

下に置いている。 

 今、ロシア軍はウクラ

イナに侵攻した。このよ

うな理不尽な侵略を、絶

対許してはならない。我

が国も国際社会の一員と

して、ロシアには出来得

る限りの制裁と非難を尽

くし、ウクライナにはで

きるだけの援助をしなけ

ればならない。 

 わたしたち一人一人も

関心を持ち、できること

はないのか探っていきた

い。 
 

発行責任者 

会  長  神本康雅 

広報部長  木曽裕子 

 ＳＮＳ「木造駅舎カタログ」に美しいプロポーションの木造駅舎、端

正な佇まいと紹介されている戸田駅のその姿を放置自転車が汚していま

した。「何とかしたいなあ」と関係者に相談していたところ、令和４年

２月には撤去されておりました。（おそらくＪＲの方と思います。）あ

りがとうございました。 

 駅前花だんの整備と美化を活動の一つとして取り組んでいる当会です

が、駅周辺の放置自転車が撤去されて、何とスッキリしたととても嬉し

く思っています。ガザニア、きんせんか、ビオラ、冬しらずの花々も喜

んで咲いているように思います。 

 長年付き合ってくれた自転車ですから、最後まで見

放さず、放置せずの心を持ちたいものですね。 

（わたちゃん） 

花いっぱい運動 

戸田駅前の放置自転車が撤去されました 

まちづくりの会あの日あの時 

戸田駅前広場の整備及び美化活動 
 平成１２年から『戸田駅を花の駅に』という目標を掲げ、戸田駅周辺

の環境整備をＪＲや市に働きかけるとともに、花を育てるなど環境美化

に取り組んでいます。当初は適当な花壇が駅周辺になくて、プランター

で花を育てていました。その後、市道中村線沿いの花壇設置、平成１９

年度に駅前駐車場が整備され、平成２８年度にポケットパークが整備さ

れ、現在の戸田駅前の景観となりました。 

 


