
広報 にっこう １２

中
心
市
街
地
の
昔
と
今

　
約
　
年
前
、
今
市
市
街
地
大
通
り（
以

３０

下
、
中
心
市
街
地
）は
店
が
た
く
さ
ん
並

び
、
商
店
会
も
　
組
織
あ
る
な
ど
、
活
気

１０

が
あ
り
ま
し
た
。
地
元
の
人
の
他
、
日
光

や
藤
原
、
足
尾
、
栗
山
か
ら
も
多
く
の
人

が
買
い
物
や
遊
び
、
食
事
に
訪
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
「
長
崎
屋
」
と
「
い
せ
や
」
と
い

う
大
型
ス
ー
パ
ー
が
あ
り
、
ア
イ
ド
ル
歌

手
が
屋
上
で
サ
イ
ン
会
を
開
い
た
り
、
全

日
本
プ
ロ
レ
ス
が
駐
車
場
で
シ
ョ
ー
を

行
っ
た
り
、
多
く
の
人
が
楽
し
め
る
イ
ベ

ン
ト
や
お
祭
り
が
に
ぎ
や
か
に
開
か
れ
、

た
く
さ
ん
の
人
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
時
が
流
れ
て
現
在
。
大
型
ス
ー
パ
ー
２

店
舗
の
閉
店
も
あ
っ
て
、
中
心
市
街
地
に

は
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
下
り
た
店
が
増
え
、
各

店
を
訪
れ
る
人
も
減
り
ま
し
た
。
そ
の
一

方
で
、
郊
外
に
は
広
い
駐
車
場
を
備
え
る

大
型
店
舗
が
次
々
に
出
店
。
市
民
の
買
い

物
の
拠
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
し
た
い

　「
人
が
集
ま
る
街
、
楽

し
め
る
街
、
暮
ら
し
や
す
い
街
、
ず
っ
と

住
み
た
く
な
る
街
。
そ
ん
な
ま
ち
を
創
り

た
い
」。
に
ぎ
わ
い
を
失
い
、
寂
し
く
な

つ
つ
あ
る
中
心
市
街
地
に
、
昔
の
よ
う
な

に
ぎ
わ
い
を
取
り
戻
そ
う
と
、
商
店
会
や

地
域
の
人
た
ち
が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

　
平
成
　
年
　
月
に
日
光
市
中
心
市
街
地

１９

１２

活
性
化
協
議
会
を
設
立
し
、
ま
ち
を
元
気

に
す
る
計
画
に
つ
い
て
、
検
討
を
重
ね
ま

し
た
。
そ
し
て
、
平
成
　
年
４
月
に
計
画

２２

案
を
ま
と
め
、
市
長
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
こ
の
計
画
案
は
「
日
光
市
中

心
市
街
地
活
性
化
基
本
計
画
」
と
し
て
、

内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
、
国
の
支

援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

生
ま
れ
変
わ
る
ま
ち

　
そ
れ
で
は
、
中
心
市
街

地
は
ど
ん
な
街
に
変
わ
る
の
で
し
ょ
う
？

　
基
本
計
画
に
あ
る
３
つ
の
基
本
方
針
を

紹
介
し
ま
す
。

①
文
化
・
交
流
の
促
進

　
歴
史
遺
産
や
名
所
を
活
用
し
、「
ま
ち

歩
き
」
や
「
歴
史
を
学
ぶ
・
体
験
す
る
」

と
い
っ
た
楽
し
み
を
広
げ
ま
す
。
ま
た
、

地
域
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
行
う
イ

ベ
ン
ト
や
祭
り
を
応
援
し
て
、
に
ぎ
わ
い

の
創
出
を
図
り
ま
す
。

②
商
業
活
動
の
促
進

　
日
常
の
買
い
物
を
便
利
に
す
る
た
め
、

不
足
す
る
業
種
店
舗
の
開
店
に
取
り
組
ん

だ
り
、
日
光
産
の
農
産
物
や
特
産
品
な
ど

の
魅
力
を
活
用
し
て
、
購
買
客
を
増
や
し

た
り
し
ま
す
。

③
定
住
の
促
進

　
中
心
市
街
地
は
、
歩
け
る
範
囲
で
店
舗

や
病
院
、
銀
行
、
市
役
所
の
窓
口
な
ど
が

集
ま
っ
て
い
て
、
高
齢
者
や
子
育
て
世
代

な
ど
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
生
活
し
や
す

い
場
所
で
す
。
住
み
や
す
さ
を
さ
ら
に
高

め
、
多
く
の
人
が
住
み
た
い
と
思
う
街
に

し
ま
す
。

　
中
心
市
街
地
が
、
そ
こ
に
関
わ
る
皆
さ

ん
の
計
画
で
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
市
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

買い物客で混雑するいせや前

　今市市街地の大通りを中心とする、JR今市駅と東武下今今市市街地の大通りを中心とする、JR今市駅と東武下今市市
駅にはさまれた地駅にはさまれた地域域（（以下、中心市街地とい以下、中心市街地というう））では、平成では、平成２８２８年年
３３月までかかる、大規模な事業が進められています月までかかる、大規模な事業が進められています。。
　市民の皆さんに知ってもらうため市民の皆さんに知ってもらうため、、この事業についてこの事業について、６、６

回回にわたって紹介しますにわたって紹介します。。

長崎屋のオープンを待つ客の列

連載特連載特集集（全６（全６回回））

　　　　　　　　　　　　　　～日光市中心市街地活性化基本計画～～日光市中心市街地活性化基本計画～　その①その①

こ
の
連
載
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
　
緯（
　
）１
１
７
６

３０

１３ ２０１３年５月号

況
企
画
展
紹
介
⑪
「
 飢
  饉
 を
乗
り

き
 き
ん

越
え
る
」

胸
大
室
村
   荒
地
     起
返
絵
        図

           
お

お

む

ろ

む

ら

あ

れ

ち

お

こ

し

か

え

し

え

ず

　
江
戸
時
代
、
度
重
な
る
飢
饉
に
よ
っ

て
日
光
市
域
の
村
々
で
は
、
荒
れ
地
が

増
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
絵
図
は
、
大

室
村
が
天
保
　（
１
８
４
２
）年
以
降
の

１３

荒
れ
地
復
旧
の
年
々
の
成
果
を
示
し
て

お
り
、
安
政
２（
１
８
５
５
）年
２
月
に

日
光
奉
行
所
に
提
出
し
た
も
の
の
下
書

き
で
す
。
天
保

　（
１
８
４
２
）

１３年
、
大
室
村
に

は
、
全
耕
地
　７６

町
歩
余
の
う
ち

　
％
に
当
た
る

１１８
町
２
反
歩
の

荒
れ
地
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
の

５
町
２
反
歩
余
が
嘉
永
６（
１
８
５
３
）

年
ま
で
に
、
残
る
荒
れ
地
も
そ
の
後
す

ぐ
に
復
旧
し
て
い
ま
す
。

胸
 乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
 

お
そ
れ
な
が
ら
か
き
つ
け
を
も
っ
て
ね
が
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う

　
日
光
で
は
、
売
却
用
の
伐
木
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
史
料
は
天
明

５（
１
７
８
５
）年
に
日
光
 目
  代
 役
所
に

も
く
 だ
い

提
出
さ
れ
た
願
書
で
、
飢
饉
時
の
緊
急

の
措
置
と
し
て

売
木
の
許
可
を

願
い
出
て
い
ま

す
。
こ
れ
以
降
、

売
木
の
制
限
は

有
名
無
実
化
し
、

当
地
で
林
業
が

盛
ん
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。

胸
小
百
の
ワ
ラ
人
形

　
小
百
で
は
２
月
３
日
の
 百
  万
  遍
 の
際

ひ
ゃ
く
 ま
ん
 べ
ん

に
悪
疫
や
悪
霊
の
退
散
を
祈
り
ワ
ラ
人

形
を
村
境
な
ど

に
立
て
る
習
俗

が
今
も
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

悪
疫
退
散
を
祈

り
ワ
ラ
人
形
を

立
て
る
習
俗
は

東
北
地
方
な
ど
に
広
く
分
布
し
て
い
ま

す
が
、
飢
饉
に
伴
う
疫
病
の
流
行
が
こ

う
し
た
習
俗
の
発
達
に
影
響
し
た
と
考

え
る
研
究
者
も
い
ま
す
。

◆
企
画
展
「
飢
饉
を
乗
り
越
え
る
」

　
４
月
６
日（
土
）〜
６
月
　
日（
日
）

３０

日
光
市
中
央
町
　

‐
１（
今
市
図
書
館
隣
）　
緯（
　

）６
２
１
７

２９

２２

開
館
時
間
　午

前
９
時
〜
午
後
６
時（
入
館
無
料
）　
休
館
日
　月

曜
日
、
祝
日

大室村荒地起返絵大室村荒地起返絵図図

且且

切り取ってご利用ください

小杉放菴「 漁  楽  図 」（幸文庫旧蔵）
ぎょ らく ず

小杉放菴記念日光美術館蔵

展覧会のご案内 「selection 2013 小杉放菴」

日　　本の近代美術史上に多彩な足跡を残した日光出身の画家・ 小  杉 こ すぎ

 放  菴 （１８８１～１９６４）の名前を冠する美術館として、所蔵する小杉放菴
ほう あん

コレクションの中からえりすぐりの作品を一堂にご紹介します。

　最初の雅号、 未  醒 の時代の洋画から、放菴と改号してからの日本
み せい

画まで、生涯にわたる画業をご覧いただけますので、ぜひ、ご来館

ください。

歴
史
民
俗
資
料
館
通
信

歴
史
民
俗
資
料
館
通
信

〒３２１‐１４３１　日光市山内２３８８‐３　TEL：５０‐１２００
ホームページ　http://www. khmoan.jp/

且且且且

市市 民民 割割 引引 券券
（１枚につき、５名様まで有効）

且且

会　　期：４月１３日（土）～５月２６日（日）

休　館　日：毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は開館し、翌日を休館）

開館時間：午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分まで）

入　館　料：一般…７００（３００）円、大学生…５００（２００）円、高校生以下…無料　

　　　　※（　）内は市民割引券を利用した際の料金です。

美術館キャラクター、ジンジャくんと仲間たち。　向かって左から、みゆき、

ヘビくん、ジンジャくん、ミョージョーくん、たくみ、飛んでいるのはリュ

ウさん。「今月からぼくたちが美術館のイベントをご紹介します外」

乍恐以書付奉願上乍恐以書付奉願上候候小百のワラ人　小百のワラ人形形


