
豊
臣
方
の
勧
告
を
受
け
入
れ
降
伏

し
、
開
城
し
ま
し
た
。

広報しもだ  ２００７. ３ 月号  －１２－
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下 
田 
市
長　

石 
井 
直 
樹

下田城復元模型 （道の駅開国下田みなと展示）

　

昨
年
、
夕
張
市
が
大
き
な
借
金
を

抱
え
て
財
政
破
た
ん
し
た
事
は
日
本

中
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た
、

熱
海
市
に
お
け
る「
財
政
危
機
宣
言
」

も
全
国
ニ
ュ
ー
ス
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

観
光
都
市
の
イ
メ
ー
ジ
が
揺
ら
ぐ
と

波
紋
を
呼
ぶ
な
ど
全
国
的
に
地
方
自

治
体
の
台
所
事
情
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
さ
れ
、
自
治
体
財
政
に
対
す
る
住

民
の
関
心
が
一
層
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
「
市
長
さ
ん
！
下
田
も
借
金
が
多
く

て
前
の
合
併
も
周
り
の
町
か
ら
嫌
わ

れ
て
で
き
な
か
っ
た
じ
ゃ
。
夕
張
み

た
い
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
？
」

何
人
の
市
民
か
ら
こ
ん
な
質
問
を
受

け
た
で
し
ょ
う
か
。「
で
す
か
ら
財
政

再
建
を
公
約
に
し
、
就
任
直
後
か
ら

財
政
再
建
に
取
り
組
ん
で
、
危
機
的

状
況
を
す
す
ん
で
市
民
の
皆
さ
ん
に

説
明
し
て
き
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

市
職
員
と
一
緒
に
、
県
内
の
ど
こ
の

市
町
よ
り
も
早
く
か
ら
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
ご
理
解
下
さ
い
」。

　

少
し
数
字
を
挙
げ
て
示
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
市
長
に
就
任
し
た
平
成　
１２

年
、
市
の
職
員
数
は
３
２
８
人
。
こ

の
４
月
か
ら
は
２
７
４
人
。　

人
の

５４

職
員
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

年
ま
で
に
２
６
８
人
ま
で
減
ら
そ

２２う
と
い
う
計
画
を
す
で
に　

人
上
回

１２

る
ペ
ー
ス
で
す
。

下田城空堀

�������

 
下  
田  
城 
址 

（
天
守
台
と
空
堀
）

�
�
�
�
�
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北
条
早
雲
を
始
祖
と
す
る
後
北

条
氏
は
、
小
田
原
城
を
根
拠
地
と

し
て
伊
豆
・
関
東
地
方
を
広
く
支

配
し
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
天
下

統
一
を
目
指
す
豊
臣
秀
吉
と
の
関

　

あ
じ
さ
い
祭
や
黒
船
祭
の
式
典

会
場
と
し
て
多
く
の
人
々
に
親
し

ま
れ
て
い
る
下
田
公
園
は
、
今
か

ら
お
よ
そ
４
０
０
年
前
に
築
か
れ

た
戦
国
大
名
後
北
条
氏
の
山
城
で
、

伊
豆
半
島
で
は
最
大
規
模
の
も
の

で
す
。

係
が
悪
化
し
、
い
よ
い
よ
対
決
が

避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
天
正　

年
１６

 （
１
５
８
８
）、 
北 ほ

う 
条 

じ
ょ
う 

氏  
直 
は
小
田

う
じ 
な
お

原
防
衛
の
水
軍
基
地
と
し
て
、
下

田
城
の
大
改
築
を
行
い
、
城
主
に

南
伊
豆
加
納
の
領
主
で
伊
豆
衆
の

筆
頭
武
将
で
あ
っ
た 
清  
水 
上
野  
介

し 
み
ず     
こ
う
づ
け
の
す
け

 
康  
英 
を
任
命
し
ま
し
た
。
翌
天
正

や
す 
ひ
で

　

年
か
ら　

年
に
か
け
て
は
雲
見

１７

１８

の
高
橋
氏
や
妻
良
の
村
田
氏
な
ど

伊
豆
の
土
豪
も
軍
営
に
加
え
、
小

田
原
よ
り
援
軍
が
到
着
す
る
な
ど
、

秀
吉
の
軍
勢
を
迎
え
撃
つ
準
備
が

な
さ
れ
ま
し
た
。

　

秀
吉
は
後
北
条
氏
を
倒
す
た
め

に
陸
路
と
海
路
の
二
手
に
軍
勢
を

分
け
小
田
原
城
を
目
指
し
ま
し
た
。

海
路
を
と
っ
た
豊
臣
方
水
軍
は
、

 
長 

ち
ょ
う 

曽  
我  
部  
元  
親 
・ 
九  
鬼  
嘉  
隆 
・ 
脇 

そ 

か 

べ 
も
と 
ち
か 

く 

き 
よ
し 
た
か 

わ
き

 
坂  
安  
治 
ら
が
率
い
る
一
万
人
を
超

さ
か 
や
す 
は
る

え
る
大
船
団
で
、
天
正　

年
２
月

１８

に
清
水
湊
に
集
結
し
、
伊
豆
西
海

岸
の
後
北
条
氏
配
下
の
諸
城
を
制

圧
し
な
が
ら
、
３
月
中
旬
に
は
下

田
城
を
包
囲
し
、
海
上
を
封
鎖
し

ま
し
た
。
対
す
る
下
田
城
の
兵
力

は
５
〜
６
０
０
人
と
推
定
さ
れ
、

城
主
清
水
康
英
は
圧
倒
的
な
豊
臣

方
の
兵
力
を
眼
前
に
籠
城
を
続
け

ま
し
た
が
、
天
正　

年
４
月
末
に

１８

　

就
任
時
の
借
金
は
２
５
１
億
円
で

し
た
。ど
う
し
て
も
完
成
さ
せ
た
か
っ

た
『
み
な
と
橋
』
架
け
替
え
の
た
め

借
金
を
し
ま
し
た
が
、
昨
年
ま
で
に

２
３
６
億
円
ま
で
削
減
。　

年
度
全

１８

会
計
で
の
収
支
状
況
で
は
９
億
円
借

金
が
減
少
し
２
２
７
億
円
に
な
り
ま

す
。
こ
こ
ま
で　

億
円
借
金
を
減
ら

２４

す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
今
後
は
、

昨
年
５
月
に
策
定
し
市
民
の
皆
さ
ん

に
お
示
し
し
た
『
下
田
市
集
中
改
革

プ
ラ
ン
』
の
完
全
実
施
に
よ
り
、
こ

れ
か
ら
４
年
間
で　

億
円
削
減
を
し
、

２７

平
成　

年
度
ま
で
に
借
金
残
高
が

２２

２
０
０
億
円
以
下
に
な
る
よ
う
目
指

し
ま
す
。
対
策
と
し
て
「
歳
入
の
確

保
」「
歳
出
の
見
直
し
」
に
よ
り
、
地

方
債
発
行
額
４
億
円
以
内
を
遵
守
し

利
息
の
高
い
地
方
債
の
繰
上
償
還
や

借
換
え
に
よ
る
負
担
軽
減
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

市
職
員
に
は
昨
年
に
続
き
給
与

カ
ッ
ト
を
受
け
入
れ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
為
、
私
を
含
む
三
役
と

職
員
は
県
下　

市
町
で
一
番
安
い
給

４２

与
と
な
り
ま
す
が
、
全
員
で
下
田
市

の
財
政
基
盤
を
強
固
な
も
の
に
す
る

た
め
、
心
し
て
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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下
田
城
は
三
方
を
海
と
断
崖
に

囲
ま
れ
た
天
然
の
要
害
の
地
に
構

築
さ
れ
て
お
り
、
天
守
台
と
呼
ば

れ
る
高
台
を
中
心
に
深
い
堀
と
、

曲
輪
と
呼
ば
れ
る
陣
地
な
ど
の
防

御
施
設
が
水
軍
の
基
地
で
あ
る
湊

（
現
在
の
公
園
入
口
の
駐
車
場
周

辺
）
を
守
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た

独
特
の
も
の
で
す
。
特
に
空
堀
は

後
北
条
氏
築
城
の
特
徴
の
一
つ
で

あ
る 
畝  
堀 
（
仕
切
り
の
あ
る
堀
）

う
ね 
ぼ
り

と
な
っ
て
お
り
、
今
日
で
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
良
好
に
残
存

し
て
い
ま
す
。

ア
ク
セ
ス

下
田
駅
よ
り
徒
歩　

分
１５

問
合
せ
先

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

�
�
５
０
５
５

－１３－  広報しもだ  ２００７. ３ 月号
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ま
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く
り
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版

ま
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版
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〈伊豆の中の下田〉〈伊豆の中の下田〉

天

城

山

伊
豆
西
海
岸

伊
豆
東
海
岸

　今後景観行政に積極的に取り組む
ため、景観法上の「景観行政団体」
となる手続きを進めています。
　予定では、平成19年4月1日から
事務を開始し、景観計画策定への準
備に入ります。

　下田市には海岸線やまち並み、里山等々の資源
が豊富にあり、また地域の文化、身近な生活風景
などを含めた広い意味での「景観」の素材も多い
です。こうした資源や素材を活かし、良好な景観
を後世に渡って残していくことが、未来の下田に
とって必ず必要なことだと考えています。

これから市民の皆様といっしょ
になって探していきましょう。

下田の歴史、自然、文化に親しみ、
住んでいたくなる、また来たくなる
都市を目指して・・・

��������	
�������������������

■風光明媚な海岸線
■くらしを感じる風景
　（魚屋、ひもの屋など）

■下田の象徴太鼓祭

■漁船、海女さんなどの
　漁港風景　

下田の風景を大切に！下田の風景を大切に！

■蓮台寺のしだれ桃
■里山及び農村風景

■海水浴場の白い砂浜

■心が落ち着く
　たくさんの寺社

■歴史的な建造物を活かしたまち並み


