
１月２１１月２１日日
ハイドロカルチャーを楽しもう（楽寿園ハイドロカルチャーを楽しもう（楽寿園））

２月４日 地口行灯（三石神社２月４日　地口行灯（三石神社））

１月２５日 富士山とカ１月２５日　富士山とカモモ
（中郷温水池（中郷温水池））

１月３１日 子ども会フェスティバ１月３１日　子ども会フェスティバルル
（生涯学習センター（生涯学習センター））

１月２５日 文化財防火デー防災訓１月２５日　文化財防火デー防災訓練練
（三嶋大社（三嶋大社））

２月３日 三島大通りに鬼が出２月３日　三島大通りに鬼が出るる
（三島大通り商店街（三島大通り商店街））

１月９日 大吊橋のにぎわ１月９日　大吊橋のにぎわいい
（三島スカイウォーク（三島スカイウォーク））

２月７日 三島かの川健康マラソ２月７日　三島かの川健康マラソンン
（狩野川堤防（狩野川堤防））

26
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三
月
は
火
災
発
生
件
数
の
多
い
月
で

す
。
今
回
は
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
地

名
「
広
小
路
」
と
江
戸
時
代
の
三
島
宿

の
火
事
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

三
島
は
東
海
道
五
十
三
次
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
宿
場
町
で
し
た
。
三
嶋
大

社
前
の
大
通
り
は
江
戸
時
代
の
東
海
道

に
あ
た
り
、
こ
の
両
側
に
は 
旅
籠 
や
店

は
た
ご

な
ど
多
く
の
家
々
が
軒
を
連
ね
、
大
変

栄
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

街
並
み
は
ひ
と
た
び
火
災
が
発
生
す
る

と
す
ぐ
さ
ま
大
火
災
を
引
き
起
こ
す
災

害
に
弱
い
街
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
三
島
宿
之
古
記
録
」
な
ど
に
よ
る

と
、
江
戸
時
代
の
初
め
だ
け
で
も
慶
安

元
年
（
一
六
四
八
）、
延
宝
元
年
（
一

六
七
三
）、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）、

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
に
大
火
災
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
貞
享
二
年
の
火
災
は
現
在
の
清

水
町
伏
見
か
ら
出
火
し
、
折
か
ら
の
西

風
に
煽
ら
れ
て
大
き
な
火
災
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
と
き
は
自
力
で
の
復
興
が

で
き
ず
、
幕
府
か
ら
二
千
両
も
の
資
金

を
無
利
子
で
借
り
入
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
ほ
か
の
火
事
の
際
に
も
慶
安
の
火
災

後
に
六
三
〇
両
、
延
宝
の
火
災
後
に
二

五
〇
両
、
元
禄
の
火
災
後
に
三
一
六
・

五
両
を
幕
府
か
ら
借
り
入
れ
て
い
ま
す
。

　

度
重
な
る
火
災
発
生
を
受
け
て
三
島

宿
で
は
対
策
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。
三
島

宿
の
火
災
は
強
い
西
風
に
あ
お
ら
れ
て

被
害
が
拡
大
す
る
こ
と
が
多
い
の
が
特

徴
で
し
た
。
そ
こ
で
元
禄
一
〇
年
（
一

六
九
七
）、
宿
内
の
西
の
方
に
位
置
す

る
六
反
田
町
の
街
道
の
両
側
に
幅
約
五

〇
メ
ー
ト
ル
の
広
小
路
（
火
災
の
拡
大

を
防
ぐ
た
め
の
空
き
地
）
を
設
け
ま
し

た
。
さ
ら
に
そ
こ
に
土
手
を
築
い
て
、

土
手
の
上
に
は
竹
の 
矢
来 
（
柵
の
よ
う

や
ら
い

な
も
の
）
を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
の
土

手
は
喰
い
違
い
土
手
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
、
街
道
の
南
北
の
土
手
が
食
い
違
う

よ
う
に
せ
り
出
し
て
い
ま
す
。
土
手
の

設
置
に
あ
た
っ
て
は
大
中
島
町
（
現
在

の
広
小
路
町
ほ
か
）
な
ど
広
小
路
の
東

側
の
住
民
が
従
事
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
、

現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
「
広
小
路
」

と
い
う
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
様
に
土
手
ま
で
築
い
て
大
規
模

な
火
災
対
策
を
行
っ
た
三
島
宿
で
す
が
、

こ
の
土
手
が
そ
の
後
、
問
題
に
な
り
ま

す
。
広
小
路
よ
り
西
の
住
民
か
ら
、
広

小
路
に
土
手
が
あ
る
た
め
に
自
分
た
ち

の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
三
島
宿
の
外

側
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
で
は
な
い
か
、

と
の
不
満
の
声
が
上
が
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
彼
ら
も
ほ
か
の
住
民
と
変
わ
ら

ず 
伝
馬
役 
（
街
道
を
行
き
来
す
る
公
的

て
ん
ま
や
く

な
人
や
荷
物
を
運
ぶ
仕
事
）
な
ど
の
義

務
は
果
た
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、

当
然
と
言
え
ば
当
然
の
主
張
で
す
。
ま

た
、
想
像
す
る
に
、
旅
人
相
手
の
商
売

な
ど
で
不
利
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
土
手
が
築
か
れ
て
か
ら
十

数
年
た
っ
た
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）、

三
島
宿
の
西
の
境
界
に
あ
た
る
境
川
を

ま
た
ぐ 
千
貫
樋 
の
隣
に
喰
い
違
い
土
手

せ
ん
が
ん
ど
い

を
移
し
、
広
小
路
に
は
小
さ
な
土
手
を

作
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

広
小
路
と
喰
い
違
い
土
手
は
と
も
に

三
島
宿
の
景
観
の
一
部
と
し
て
さ
ま
ざ

ま
な
絵
図
に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。

問 郷土資料館（緯９７１－８２２８）

No.３３４

広小路と

三島宿の火事

　

梅
名
は
御
殿
川
西
岸
に
位
置
す
る
一
帯
で
、
中
郷

耕
地
中
央
部
を
広
く
占
め
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
九

年
（
一
九
五
四
）
に
三
島
市
と
合
併
す
る
ま
で
は
中

郷
村
の
一
部
で
し
た
。
地
名
の
由
来
と
し
て
梅
の
木

が
多
い
野
で
あ
っ
た
と
い
う
説
（「 
豆
州
志
稿 
」）
や
、

ず
し
ゅ
う
し
こ
う

窪
地
を
埋
め
て
田
畑
に
し
た
た
め 
埋
畦 
と
呼
ば
れ
て

う
め
あ

い
た
も
の
が
転
じ
て
梅
名
と
な
っ
た
説
（「
中
郷
村

誌
」）
が
あ
り
ま
す
。
古
文
書
な
ど
で
は
「 
梅
縄 
」
と

う
め
な
わ

す
る
表
記
も
見
ら
れ
ま
す
。

　

戦
国
時
代
は
後
北
条
氏
の
領
地
で
、
同
氏
の
領
地

を
書
き
上
げ
た
文
書
に
梅
名
の
地
名
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
山
中
城
の
戦
い
で
後
北
条
氏
が
豊
臣
秀
吉
に

敗
れ
た
の
ち
は
、
徳
川
氏
家
臣
の
武
将
石
川
家
成
の

領
地
と
な
り
、
こ
の
地
に
あ
っ
た
梅
縄
城
に
居
住
し

て
い
ま
し
た
。

　

梅
名
の
集
落

内
に
あ
る
右
内

神
社
は
、
対
岸

の
左
内
神
社
と

と
も
に
三
嶋
大

社
の
守
護
神
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

 
三
島
の
村
名
⑤

　

梅
名

　
（
中
郷
地
区
）

▲右内神社鳥居

▲喰い違い土手
　『三島宿風俗絵屏風』（三島信用金庫所蔵）




