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活
性
化
す
る
小
田
原
城
址
と 

 
 

ガ
イ
ド
協
会
の
活
動 

 

 

今
時
の
町
あ
る
き
を
考
え
る 

 
 

 

副
会
長 

森
尻
義
雄 

 

町
あ
る
き
と
い
う
言
葉
、
別
に
新

し
い
言
葉
で
も
概
念
で
も
な
い
の

に
、
言
葉
か
ら
受
け
る
印
象
は
な
ぜ

か
新
鮮
だ
。 

山
を
歩
け
ば
山
歩
き
、
公
園
や
丘

を
歩
け
ば
ハ
イ
キ
ン
グ
、
で
も
町
を

歩
く
か
ら
町
あ
る
き
と
は
普
通
は

言
わ
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
日
常

生
活
の
中
で
毎
日
町
あ
る
き
し
て

い
る
。
普
段
に
あ
る
行
為
な
の
に
な

ぜ
か
こ
れ
が
「
ま
ち
あ
る
き
」
と
い

う
言
葉
の
持
つ
意
味
と
結
び
つ
か

な
い
。
登
頂
や
踏
破
到
達
を
主
た
る

目
的
と
し
な
い
の
が
「
ま
ち
あ
る
き
」

だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。 

「
ガ
イ
ド
し
ま
す
」
と
「
町
あ
る
き

し
ま
せ
ん
か
」
と
呼
び
か
け
た
場
合
、

ど
う
感
じ
る
だ
ろ
う
か
。
勿
論
お
城

と
い
う
史
跡
の
中
な
ら
ば
「
ガ
イ
ド

し
ま
す
」
が
適
当
だ
ろ
う
が
、
ま
ち

な
か
案
内
に
は「
ガ
イ
ド
し
ま
す
」

は
お
客
様
に
固
い
殻
を
か
ぶ
せ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。 

当
協
会
は
年
間
約
八
十
日
、
駅

か
ら
ガ
イ
ド
と
し
て
、
小
田
原
駅
か

ら
小
田
原
城
ま
で
町
あ
る
き
し
て

い
る
。
市
内
の
老
舗
や
賛
助
会
員

様
を
紹
介
す
る
町
あ
る
き
も
し
て

い
る
。
他
の
企
画
ガ
イ
ド
で
も
必
ず
、

町
あ
る
き
の
概
念
を
組
込
ん
で
い

る
。
既
に
町
あ
る
き
ガ
イ
ド
を
実
践

し
て
い
る
の
に
、
今
ま
で
「
ま
ち
あ

る
き
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
イ
メ
ー

ジ
と
観
光
ガ
イ
ド
と
言
う
言
葉
が

結
び
付
い
て
い
な
か
っ
た
。「
ま
ち

あ
る
き
」
を
や
っ
て
い
る
の
に
「
ま

ち
あ
る
き
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の

を
使
用
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

二
つ
の
言
葉
の
持
つ
意
味
の
違
い

に
無
意
識
に
拘
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。 

来
年
三
月
に
第
六
回
日
本
「
ま

ち
あ
る
き
」
フ
ォ
ー
ラ
ムi

n

小
田

原
が
開
催
さ
れ
る
。
そ
の
プ
レ
イ
ベ

ン
ト
の
チ
ラ
シ
の
中
に
、
今
全
国
各

地
で
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
「
ま
ち

あ
る
き
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。

町
あ
る
き
が
ブ
ー
ム
？
誠
に
不
思

議
な
感
じ
が
す
る
が
、
世
界
観
光
機

構
の
統
計
に
よ
れ
ば
観
光
は
世
界

の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
９
％
占
め
て
お
り
、
十

一
人
に
一
人
の
割
合
で
雇
用
者
が

携
わ
っ
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。

世
界
に
お
い
て
観
光
は
主
産
業
に

な
っ
て
お
り
、
観
光
に
よ
る
地
域
振

興
は
成
長
戦
略
の
柱
。
そ
の
地
域

振
興
、
観
光
振
興
の
取
組
の
一
つ

と
し
て
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
の
が

町
あ
る
き
の
ブ
ー
ム
な
の
だ
。 

町
あ
る
き
は
日
常
の
地
域
活
動

が
主
役
、
垣
間
見
る
日
常
の
生
活

の
中
に
地
域
の
人
と
の
触
れ
合
い

が
あ
る
。
日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
出

会
う
何
気
な
い
一
場
面
、
些
細
な

会
話
、
お
客
を
引
き
付
け
る
言
葉
の

一
つ
一
つ
、
何
気
な
い
気
づ
き
や
新

し
い
発
見
が
旅
の
思
い
出
に
残
る
。

小
田
原
を
育
み
小
田
原
に
溶
け
込

ん
だ
様
々
な
心
、
例
え
ば
「
も
の
つ

く
り
・
庭
園
・
老
舗
・
宿
場
・
歴
史

建
物
」
こ
う
い
っ
た
こ
と
と
の
出
会

い
が
「
ま
ち
あ
る
き
」
の
醍
醐
味
で

あ
り
、
町
あ
る
き
観
光
は
よ
り
大
き

く
推
進
さ
れ
て
行
く
。
そ
れ
が
三
百

六
十
五
日
い
つ
で
も
楽
し
め
る
日

常
の
小
田
原
観
光
に
繋
が
る
要
素

な
の
だ
ろ
う
。 

も
ち
ろ
ん
ガ
イ
ド
協
会
に
は
「
ま

ち
あ
る
き
」
と
い
う
言
葉
で
は
く
く

れ
な
い
○
○
ガ
イ
ド
と
い
う
言
葉

が
適
し
て
い
る
場
面
が
数
多
く
あ

る
が
、
観
光
振
興
を
考
え
れ
ば
こ
の

よ
う
な
「
ま
ち
あ
る
き
」
の
精
神
を

心
が
け
て
推
進
し
て
行
く
こ
と
も

必
要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。 
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シ
リ
ー
ズ
二
宮
尊
徳
① 

小
田
原
町
内
の 

ふ
た
つ
の
報
徳
社 

 
 
 
 
 

尊
徳
記
念
館
学
芸
員 

 

坂
井
飛
鳥 

 

江
戸
後
期
に
各
地
の
農
村
復
興
に
携

わ
っ
た
二
宮
尊
徳
。
そ
の
教
え
を
受
け
た

人
々
の
一
部
は
、尊
徳
の
仕
法
を
参
考
に
、

「
報
徳
社
」と
呼
ば
れ
る
相
互
扶
助
組
織

を
立
ち
上
げ
た
。
報
徳
社
の
活
動
内
容
は

地
域
差
が
あ
る
が
、
そ
の
基
本
は
、
社
員

間
で
資
金
を
出
し
合
い
、プ
ー
ル
し
た
資

金
を
無
利
息
で
社
員
に
貸
し
付
け
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
報
徳
社
の
嚆
矢
が
、天
保
十
四
年

（
一
八
四
三
）
に
結
成
さ
れ
た
「
小
田
原

宿
報
徳
社
（
の
ち
に
小
田
原
報
徳
社
）
」

で
あ
る
。
同
社
は
竹
本
屋
幸
右
衛
門
ほ
か

二
名
が
世
話
人
と
な
り
、尊
徳
か
ら
拝
借

し
た
一
六
〇
両
を
元
手
と
す
る
貸
付
事

業
を
同
年
よ
り
開
始
し
た
。
幸
右
衛
門
の

病
気
な
ど
が
原
因
と
な
り
弘
化
年
間
に

活
動
停
止
状
態
に
陥
る
が
、世
話
人
の
交

代
に
よ
り
活
動
を
再
開
、安
定
し
た
経
営

を
継
続
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。 

小
田
原
報
徳
社
再
興
時
の
世
話
人
は 

菓
子
屋
久
蔵
・
多
喜
蔵
の
兄
弟
と
片
野
屋 

       

治
右
衛
門
の
三
人
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
う
ち
多
喜
蔵
は
報
徳
社
運
営
の

指
導
役
を
請
わ
れ
て
静
岡
に
移
住
、
名
を

福
山
滝
助
に
改
め
、
岡
田
佐
平
治
・
良
一

郎
親
子
の
運
営
す
る
遠
江
国
報
徳
社
（
の

ち
の
大
日
本
報
徳
社
）
に
伍
す
る
規
模
の

活
動
を
見
せ
た
。 

創
立
時
・
再
興
時
の
世
話
人
は
い
ず
れ

も
商
家
で
あ
る
が
、そ
の
規
模
は
中
小
程

度
の
も
の
で
あ
っ
た
。ほ
か
の
社
員
も
同

様
で
、
明
治
時
代
に
入
り
、
全
国
の
主
要

な
町
場
の
商
人
一
覧
と
い
っ
た
名
鑑
の
よ

う
な
も
の
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

小
田
原
報
徳
社
の
関
係
者
で
そ
れ
ら
に

掲
載
さ
れ
る
よ
う
な
人
物
は
ご
く
わ
ず
か

で
あ
っ
た
。相
互
扶
助
に
よ
る
資
金
融
通

が
活
動
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
か
ら
、小
田

原
報
徳
社
の
参
加
者
の
多
く
は
、
そ
れ
を

必
要
と
す
る
中
小
の
商
人
や
職
人
が
大

半
を
占
め
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

社
員
個
々
人
の
家
格
は
そ
れ
な
り
で
あ

っ
た
が
、
小
田
原
報
徳
社
の
組
織
自
体
は

か
な
り
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。再
興
以

来
の
貸
付
事
業
は
金
額
の
上
限
設
定
と

返
済
の
確
実
化
に
よ
り
、
年
が
経
つ
に
つ

れ
て
そ
の
規
模
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
。

ま
た
、
全
国
で
唯
一
、
尊
徳
か
ら
直
接
出

資
を
受
け
た
報
徳
社
と
い
う
由
緒
と
伝

統
が
あ
り
、
周
辺
村
の
み
な
ら
ず
隣
県
に

も
支
社
を
持
つ
な
ど
、
組
織
は
小
さ
い
な

が
ら
も
各
地
の
報
徳
社
の
中
で
は
抜
き
ん

で
た
存
在
感
を
放
っ
て
い
た
。 

当
時
の
町
内
に
は
、
小
田
原
報
徳
社
と

は
ま
た
別
の
報
徳
社
も
存
在
し
て
い
た
。

そ
の
名
前
を
「
報
徳
会
小
田
原
社
」
と
い

い
、
明
治
二
十
四
年
の
創
立
で
、
尊
徳
の

高
弟
の
一
人
で
湯
本
在
住
の
福
住
正
兄

の
指
導
を
受
け
て
い
た
。
正
兄
は
著
作
な

ど
を
通
し
て
報
徳
社
の
組
織
化
を
積
極

的
に
推
し
進
め
て
お
り
、県
央
の
大
住
郡

か
ら
県
西
の
足
柄
上
下
両
郡
に
わ
た
る

地
域
で
は
、そ
の
影
響
下
に
あ
る
報
徳
社

が
多
数
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
数
の
多
さ

か
ら
、明
治
十
五
年
前
後
に
地
域
の
報
徳

社
を
統
括
す
る
組
織
が
相
次
い
で
組
織

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
足
柄
下
郡
を

取
り
ま
と
め
て
い
た
「
誠
励
社
」
と
い
う

組
織
の
傘
下
に
「
小
田
原
支
社
」
の
名
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

小
田
原
町
内
に
お
い
て
は
明
治
十
年
代

の
時
点
で
正
兄
の
影
響
下
に
あ
っ
た
報

徳
社
が
す
で
に
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
。 

正
兄
系
列
の
報
徳
社
の
社
員
は
町
内

で
も
上
位
に
あ
た
る
商
人
ら
が
名
を
連
ね

て
お
り
、
中
小
の
商
人
が
中
心
で
あ
っ
た

小
田
原
報
徳
社
と
は
だ
い
ぶ
異
な
る
構

成
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
名
を
あ
げ

る
と
、町
長
の
今
井
徳
左
衛
門
を
筆
頭
に
、

の
ち
の
四
代
目
町
長
の
今
井
廣
之
助
、五

代
目
助
役
で
か
つ
て
の
本
陣
の
ひ
と
つ
片

岡
本
陣
の
片
岡
永
左
衛
門
、老
舗
の
旅
籠

で
あ
る
小
伊
勢
屋
の
尾
崎
壮
三
、
現
在
も

続
く
紙
・
茶
販
売
の
江
島
照
作
ら
が
参
加

し
て
い
た
ほ
か
、町
会
議
員
も
複
数
加
入

し
て
い
た
。
ま
さ
に
、
町
の
政
治
・
経
済

の
担
い
手
た
ち
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
た
報

徳
社
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

ふ
た
つ
の
報
徳
社
の
間
に
連
携
は
存

在
し
な
か
っ
た
が
、
あ
る
こ
と
を
き
っ
か 

け
に
両
者
は
接
近
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
が
明
治
二
十
七
年
の
報
徳
二
宮
神
社 

の
建
設
で
あ
っ
た
。
当
時
、
尊
徳
ゆ
か
り

の
今
市
・
桜
町
と
熾
烈
な
神
社
誘
致
の
競

争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
小
田
原
で
は
、関

係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
誘
致
運
動
に
取

り
組
ん
で
お
り
、
両
報
徳
社
も
手
を
組
ん

で
、社
地
の
提
供
や
他
町
村
の
報
徳
関
係

者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
を
行
っ
て
い
た
。神
社 

建
設
の
念
願
が
か
な
っ
て
以
降
も
、神
社

の
管
理
な
ど
で
両
社
の
共
同
関
係
は
続

く
こ
と
と
な
る
。 

明
治
中
期
以
降
、
時
代
の
変
化
と
と
も

幸田露伴の小説 

「二宮尊徳翁」の挿絵 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Q1d%2bEazh&id=2FFD2EF8603283E09F66817F10738465064F9DF1&thid=OIP.Q1d-Eazh9UWNwCfZNEY8XgHaJQ&mediaurl=http://sakuragawamj.com/wp-content/uploads/2010/11/img472dda686a5ac.jpg&exph=316&expw=253&q=%e4%ba%8c%e5%ae%ae%e5%b0%8a%e5%be%b3&simid=607996131283766617&selectedIndex=141
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こ
と
し
は
白
秋

童
謡
百
年
。鈴
木
三

重
吉
の
児
童
雑
誌

「
赤
い
鳥
」が
発
行

さ
れ
た
の
が
一
九 

一
八
年
七
月
、
ち
ょ
う
ど
百
年
前
だ
。
北

原
白
秋
は
そ
の
童
謡
部
門
を
担
当
し
て

い
た
。
創
刊
号
に
載
っ
た
童
謡
は
「
り
す

り
す
小
栗
鼠
」
。 

最
初
の
頃
「
赤
い
鳥
」
の
童
謡
に
は
メ

ロ
デ
ィ
が
な
か
っ
た
。童
謡
は
子
供
た
ち

が
自
分
で
好
き
な
よ
う
に
節
を
つ
け
て
歌

う
の
が
良
い
と
い
う
の
が
白
秋
の
考
え

方
。
だ
か
ら
固
有
の
旋
律
は
い
ら
な
い
。 

 

初
め
て
作
曲
者
が
つ
い
た
の
は
翌
年

の
五
月
号
。
西
條
八
十
の
「
カ
ナ
リ
ヤ
」

に
楽
譜
を
載
っ
け
た
と
こ
ろ
大
き
な
反

響
を
呼
ん
だ
。し
だ
い
に
全
曲
に
メ
ロ
デ

ィ
が
つ
く
よ
う
に
な
る
。 

こ
の
頃
は
、ひ
と
つ
の
作
詞
に
複
数
の

作
曲
家
が
メ
ロ
デ
ィ
を
つ
け
る
こ
と
が
よ

く
あ
っ
た
。
「
砂
山
」
は
中
山
晋
平
バ
ー

ジ
ョ
ン
と
山
田
耕
筰
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ

る
。「
ち
ん
ち
ん
千
鳥
」
に
い
た
っ
て
は
、

近
衛
秀
麿
な
ど
六
人
が
作
曲
し
て
い
る
。

こ
れ
も
自
由
に
選
ん
で
歌
っ
て
ほ
し
い
白

秋
の
考
え
の
現
れ
か
。 

 
 

（
Ｔ
） 

    

に
経
営
状
態
が
悪
化
し
て
い
た
両
社
間

で
合
併
を
模
索
す
る
動
き
が
起
こ
る
。
そ

し
て
、明
治
三
十
四
年
に
報
徳
会
小
田
原

社
が
小
田
原
報
徳
社
に
合
流
す
る
形
で

二
つ
の
報
徳
社
の
合
同
が
実
現
し
た
。
し

か
し
、そ
れ
で
も
経
営
難
は
解
消
さ
れ
ず
、

活
動
は
先
細
り
を
続
け
て
い
っ
た
。大
正

期
以
降
、
小
田
原
報
徳
社
は
自
社
同
様
に

運
営
に
苦
労
し
て
い
た
県
内
外
の
報
徳

社
に
協
力
を
呼
び
か
け
、
全
国
規
模
で
の

報
徳
社
の
連
携
の
道
を
探
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
計
画
は
最
終
的
に
、全
国
の
報
徳
社

が
掛
川
の
大
日
本
報
徳
社
傘
下
に
入
る

と
い
う
形
で
実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

連
携
の
中
心
に
あ
っ
た
小
田
原
報
徳
社

は
、
そ
の
後
も
大
日
本
報
徳
社
の
支
社
と

し
て
、
戦
後
に
至
る
ま
で
活
動
を
継
続
さ

せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

            

 

ガ
イ
ド
養
成
講
座
の
現
状 

 

養
成
講
座
運
営
委
員 

 
 

飯
田
敏
明 

 
 平

成
二
十
四
年
四
月
に
ス
タ
ー
ト
し

た
ガ
イ
ド
養
成
講
座
も
丸
六
年
が
経
過

し
、現
在
本
年
度
の
受
講
生（
第
七
期
生
）

十
三
名
が
講
義
や
実
習
と
自
主
研
究
に

励
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

養
成
講
座
開
講
以
前
に
は
小
田
原
シ

ル
バ
ー
大
学
歴
史
観
光
科
卒
業
生
が
ガ

イ
ド
協
会
員
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、

協
会
員
九
十
一
名
の
う
ち
四
十
二
名
が

養
成
講
座
出
身
者
と
な
っ
て
い
る
状
況

を
見
て
も
、
今
後
の
さ
ら
な
る
ガ
イ
ド
と

し
て
の
質
の
向
上
や
協
会
の
運
営
に
つ
い

て
携
わ
っ
て
い
く
人
材
の
確
保
の
た
め
に

も
養
成
講
座
の
重
要
性
が
一
層
増
し
て

き
て
い
ま
す
。 

こ
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、養
成
講

座
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
て
も
毎
年
見
直

し
が
行
わ
れ
、
第
五
期
ま
で
は
主
と
し
て

協
会
員
が
講
師
と
し
て
講
義
や
実
習
を

行
っ
て
い
ま
し
た
が
、講
義
内
容
の
高
度

化
を
図
り
第
六
期
で
は
十
三
講
座
が
外

部
の
専
門
講
師
と
な
り
、さ
ら
に
第
七
期

で
は
そ
れ
が
二
十
講
座
に
増
え
て
い
ま
す
。

こ
の
外
部
専
任
講
師
の
講
義
の
多
く
は

公
開
講
座
と
し
、
協
会
員
の
参
加
と
レ
ベ

ル
ア
ッ
プ
も
図
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
講

義
内
容
が
充
実
す
る
一
方
に
お
い
て
専

門
的
な
た
め
、受
講
生
の
中
で
そ
の
分
野

の
基
礎
知
識
が
十
分
で
な
い
方
や
定
説
・

通
説
を
知
ら
な
い
方
に
は
ど
の
よ
う
に
理

解
し
実
地
に
生
か
し
て
行
く
の
か
戸
惑
う

点
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

外
部
講
師
の
高
度
で
専
門
的
な
知
識

を
い
か
に
ガ
イ
ド
に
取
り
込
ん
で
行
く
の

か
も
学
ん
で
も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。
ま
た
、
受
講
生
の
中
に
は
必
ず
し

も
ガ
イ
ド
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ず
自

己
の
知
識
の
涵
養
を
目
的
と
し
て
い
る
人

も
い
る
よ
う
で
す
が
、
ガ
イ
ド
と
な
る
た

め
に
真
剣
に
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
人
と
は

温
度
差
が
あ
る
よ
う
で
す
。今
後
は
養
成

講
座
の
位
置
づ
け
を
よ
り
一
層
明
確
に
し

て
、
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
講
座
内
で
ガ
イ

ド
と
し
て
の
基
本
（
心
構
え
、
姿
勢
、
態

度
等
）
を
徹
底
す
る
の
か
、
協
会
入
会
希

望
者
に
は
別
途
ガ
イ
ド
と
し
て
の
基
本
の

研
修
時
間
を
設
け
る
の
か
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

市
を
は
じ
め
関
係
団
体
等
の
今
後
の

方
針
や
取
り
組
み
に
よ
っ
て
、養
成
講
座

も
さ
ら
に
改
善
充
実
さ
せ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
点
が
多
々
出
て
く
る
と
思
い

ま
す
。皆
さ
ん
方
の
建
設
的
な
提
言
も
是

非
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

報徳二宮神社 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=AEYSFheO&id=03E82CF05C29707797F1857085B591C6BE13D8DD&thid=OIP.AEYSFheOvNlgzRpDwcBRMwHaLi&mediaurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Akai-Tori_first_issue.jpg/240px-Akai-Tori_first_issue.jpg&exph=374&expw=240&q=%e8%b5%a4%e3%81%84%e9%b3%a5+%e9%9b%91%e8%aa%8c&simid=607998879927700742&selectedIndex=1
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◆

梅
雨
時
の
開
催
秘
話
◆ 

企
画
ガ
イ
ド 

「
箱
根
・
イ
ワ
タ
バ
コ
と 

千
仞
の
谷
を
散
策
」 

 

 
 

 
 

 
 

 

神
田 

耕
治 

 

今
回
は
宮
ノ
下
周
辺
と
千
仞
の

谷
を
散
策
し
ま
す
。
更
に
イ
ワ
タ
バ

コ
の
可
憐
な
花
に
出
会
う
と
い
う

な
ん
と
も
贅
沢
な
コ
ー
ス
で
す
。 

多
く
の
メ
デ
イ
ア
に
取
り
上
げ

て
も
ら
っ
た
お
か
げ
で
多
数
の

方
々
の
申
し
込
み
を
頂
き
ま
し
た
。

三
月
、
四
月
に
ガ
イ
ド
員
が
数
回
集

ま
り
、
コ
ー
ス
や
開
催
日
を
決
め
る

打
合
わ
せ
を
し
ま
し
た
。
開
催
日
が

早
く
て
も
遅
く
て
も
イ
ワ
タ
バ
コ

は
咲
い
て
い
ま
せ
ん
。
当
日
雨
が
降

っ
た
ら
道
が
滑
っ
て
安
全
が
確
保

で
き
な
い
た
め
中
止
で
す
。
過
去
の

デ
ー
タ
に
よ
る
と
六
月
の
後
半
が

咲
い
て
い
る
確
率
が
高
い
と
か
。
な

か
で
も
六
月
二
十
二
日
が
晴
れ
て

一
番
い
い
と
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

提
案
を
信
じ
そ
の
日
に
決
定
で
す
。 

ガ
イ
ド
員
七
名
は
何
度
も
現
地

を
歩
き
準
備
を
し
て
き
ま
し
た
。
梅

雨
時
で
す
。
本
番
当
日
の
天
気
が

心
配
で
す
。 

一
週
間
前
の
天
気
予
報
は
雨
。

毎
日
天
気
予
報
を
見
て
一
喜
一
憂

で
し
た
。
い
よ
い
よ
当
日
で
す
。
朝

早
く
起
き
て
空
を
見
上
げ
る
と
晴

れ
て
い
ま
し
た
。
「
良
か
っ
た
」
と

心
の
中
で
叫
び
ま
し
た
。
参
加
者
は

七
十
八
名
で
す
。
狭
い
道
を
一
列
で

進
み
ま
す
。
明
治
の
初
め
、
多
く
の

外
国
人
も
訪
れ
、
そ
の
様
子
が
セ
ピ

ア
通
り
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

い
よ
い
よ
堂
ヶ
島
渓
谷
の
入
口

で
す
。
ほ
ぼ
降
り
た
あ
た
り
に
イ
ワ

タ
バ
コ
の
群
生
で
す
。
見
事
に
可
憐

に
咲
い
て
お
り
ま
し
た
。
お
客
様
の

歓
声
が
聞
こ
え
し
ば
し
見
入
っ
て

お
り
ま
し
た
。
早
川
左
岸
に
は
四
百

万
年
前
の
「
基
盤
岩
」
が
露
出
し
て

お
り
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
地
形
を

お
客
様
に
ご
説
明
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
千
仞
の
谷
で
す
。
前
日 

の
雨
で
足
元
が
悪
い
の
で
注
意
し

な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。
途
中
、
川
久

保
発
電
所
の
広
場
で
箱
根
八
里
を

皆
さ
ん
と
合
唱
し
ま
し
た
。
底
倉
温

泉
で
は
温
泉
が
自
噴
し
て
い
る
様

子
が
見
え
ま
す
。
こ
の
温
泉
を
守
る

た
め
に
登
山
鉄
道
建
設
時
、
線
路

の
計
画
を
変
更
し
た
と
ご
案
内
。 

最
後
は
富
士
屋
ホ
テ
ル
の
ガ
イ

ド
で
終
了
し
ま
し
た
。
天
気
と
イ
ワ

タ
バ
コ
の
花
に
恵
ま
れ
た
六
月
二

十
二
日
で
し
た
。 

 

◆

真
夏
の
親
子
探
検
◆ 

企
画
ガ
イ
ド 

「
親
と
子
の
小
田
原
城
探
索
」 

 
 

 
 

 
 

 

飯
田 

宗
男 

 

八
月
十
三
日
真
夏
日
、
朝
か
ら

の
強
い
日
差
し
の
な
か
親
子
九
組

十
九
名
が
Ｕ
Ｍ
Ｅ
Ｃ
Ｏ
に
集
合
。

約
一
時
間
、
諏
訪
間
天
守
閣
館
長

か
ら
小
田
原
城
の
歴
史
や
特
徴
に

つ
い
て
講
義
を
受
け
た
。
多
く
の

参
加
者
は
無
駄
口
も
な
く
熱
心
に

聞
き
入
っ
て
お
り
、
終
わ
っ
た
後

に
判
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
親
に
確

認
し
て
い
る
子
も
い
た
。 

い
ざ
現
地
に
出
発
。
こ
こ
か
ら

が
我
々
ガ
イ
ド
協
会
メ
ン
バ
ー
の

出
番
。
四
班
に
分
か
れ
て
城
址
公

園
に
向
か
っ
た
。
途
中
、
幸
田
口

門
の
と
こ
ろ
で
土
塁
の
雰
囲
気
を

実
感
し
、
大
手
門
跡
で
古
地
図
に

見
入
り
、
よ
う
や
く
城
址
公
園
・

馬
出
門
へ
。
「
枡
形
」
「
狭
間
」

な
ど
ノ
ー
ト
に
メ
モ
を
取
っ
て
い

る
子
や
耳
を
傾
け
て
い
る
親
の
姿

が
見
え
た
。
銅
門
で
は
攻
め
る
側

の
閉
塞
感
を
味
わ
う
と
共
に
、
土

塀
の
貫
、
石
落
し
、
門
扉
下
の
隙

間
な
ど
、
守
る
側
の
色
々
な
工
夫

に
も
感
心
し
て
い
た
。
常
盤
木
門

で
は
石
垣
の
矢
穴
や
楔
跡
、
軒
丸 

瓦
の
三
つ
葉
葵
に
も
「
ふ
～
ん
」

本
丸
に
入
っ
た
頃
に
は
、
暑
さ
と

多
く
の
情
報
で
か
な
り
疲
れ
て
い

る
様
子
が
見
ら
れ
た
が
、
天
守
を

眺
め
な
が
ら
最
後
の
説
明
と
質
問

タ
イ
ム
で
一
通
り
終
了
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

小
学
校
低
学
年
の
子
に
は
少
々

き
つ
か
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
る

が
、
猛
暑
の
中
、
熱
中
症
や
事
故

怪
我
も
な
く
無
事
に
終
え
ら
れ
て

よ
か
っ
た
。
小
学
生
と
い
え
ど
、

知
識
の
豊
富
な
子
も
い
て
、
参
加

者
の
レ
ベ
ル
差
を
い
か
に
カ
バ
ー

す
る
か
の
課
題
を
実
感
し
た
。
今

後
の
課
題
で
も
あ
る
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
参
加
し
た

子
供
た
ち
が
夏
休
み
の
課
題
と
し

て
う
ま
く
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
。 

 
 

 
 

 
 

 

六
月
以
降
の
退
会
者 

 
 

河
口 

浚
さ
ん 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 
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ジ
オ
パ
ー
ク
と
は 

ま
ず
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
、
私
た
ち

の
住
む
大
地
が
、
私
た
ち
の
歴
史
と

文
化
を
、
目
に
見
え
て
教
え
て
く
れ

る
学
び
の
場
所
と
思
っ
て
く
だ
さ

い
。
パ
ー
ク
は
公
園
で
は
な
く
、
教

え
て
く
れ
る
場
所
と
考
え
て
い
た

だ
き
、
ジ
オ
パ
ー
ク
委
員
会
が
小
田

原
・
真
鶴
・
湯
河
原
・
南
足
柄
を
含

め
て
箱
根
地
区
の
代
表
的
な
場
所

を
ジ
オ
サ
イ
ト
に
選
ん
で
い
る
の
で

す
。
選
ば
れ
て
い
な
い
ジ
オ
サ
イ
ト

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
是
非
、
今

回
の
四
回
シ
リ
ー
ズ
を
読
ん
で
い

た
だ
き
、
自
分
が
選
ぶ
ジ
オ
サ
イ
ト

を
探
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。 

 

地
球
の
誕
生 

私
た
ち
の
生
活
し
て
い
る
大
地

に
つ
い
て
、
地
球
の
誕
生
か
ら
ひ
も

と
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
太
陽
や
地

球
の
存
在
す
る
以
前
に
、
太
陽
よ
り

も
大
き
な
星
が
寿
命
で
大
爆
発
を

起
し
て
、
熱
い
か
け
ら
を
宇
宙
へ
ば

ら
ま
き
ま
し
た
。
熱
く
燃
え
る
か
け

ら
は
衝
突
し
な
が
ら
大
き
な
塊
と

な
り
、
や
が
て
大
き
な
地
球
が
誕
生

し
ま
し
た
。 

大
き
な
塊
は
、
二
酸
化
炭
素
な
ど

の
ガ
ス
と
岩
石
と
鉄
が
混
じ
り
合

っ
た
物
体
で
し
た
。
や
が
て
、
混
じ

り
合
っ
た
状
態
か
ら
、
重
い
順
に
中

心
へ
鉄
、
そ
の
周
り
に
岩
石
、
一
番

上
に
軽
い
ガ
ス
が
並
ぶ
地
球
に
発

展
し
ま
し
た
。
地
球
は
熱
く
燃
え
る

か
け
ら
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を

思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
鉄
も
岩
石

も
熱
い
ド
ロ
ド
ロ
の
固
体
で
す
。
鉄

を
核
と
い
い
、
岩
石
を
マ
ン
ト
ル
と

い
い
ま
す
。
表
面
の
岩
石
だ
け
は
冷

え
て
硬
く
な
っ
た
固
体
で
、
こ
れ
を

プ
レ
ー
ト
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

 

マ
ン
ト
ル
と
プ
レ
ー
ト 

風
呂
の
湯
沸
か
し
器
に
あ
た
る

鉄
の
核
が
、
風
呂
の
中
の
お
湯
に
あ

た
る
岩
石
の
マ
ン
ト
ル
を
沸
か
し

ま
す
。
沸
い
た
マ
ン
ト
ル
は
上
昇
し

て
お
湯
の
表
面
を
対
流
し
な
が
ら
、

冷
え
た
ら
下
降
し
ま
す
。
は
じ
め
に

地
球
を
覆
っ
て
い
た
一
枚
の
プ
レ

ー
ト
は
、
下
を
流
れ
る
マ
ン
ト
ル
の

対
流
の
力
で
ひ
び
が
入
り
ま
す
。
は

じ
め
に
一
枚
で
あ
っ
た
プ
レ
ー
ト

は
、
ひ
び
に
よ
っ
て
、
海
の
プ
レ
ー

ト
と
陸
の
プ
レ
ー
ト
の
十
数
枚
に

分
か
れ
ま
し
た
。
日
本
の
周
り
に
は
、

太
平
洋
プ
レ
ー
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
海

プ
レ
ー
ト
、
北
米
プ
レ
ー
ト
、
ユ
ー

ラ
シ
ア
プ
レ
ー
ト
の
四
枚
の
プ
レ

ー
ト
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

プ
レ
ー
ト
の
誕
生
と
消
滅 

プ
レ
ー
ト
は
誕
生
と
消
滅
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
。
海
の
プ
レ
ー
ト

の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
海
嶺
で
マ
ン

ト
ル
は
上
昇
し
、
プ
レ
ー
ト
が
誕
生

し
ま
す
。
誕
生
し
た
海
の
プ
レ
ー
ト

は
陸
の
プ
レ
ー
ト
の
方
へ
移
動
し

ま
す
。
海
の
プ
レ
ー
ト
の
岩
石
は
重

い
玄
武
岩
で
、
陸
の
プ
レ
ー
ト
の
岩

石
は
軽
い
花
崗
岩
で
で
き
て
い
ま

す
。
重
い
海
の
プ
レ
ー
ト
と
軽
い
陸

の
プ
レ
ー
ト
の
衝
突
す
る
と
こ
ろ

に
海
溝
が
あ
り
ま
す
。
重
い
も
の
が

軽
い
も
の
の
下
の
方
へ
海
溝
で
潜

り
込
み
、
軽
い
プ
レ
ー
ト
は
消
滅
し

ま
す
。 

 

私
た
ち
の
ジ
オ
サ
イ
ト 

プ
レ
ー
ト
の
衝
突
で
起
き
る

様
々
な
現
象
が
、
私
た
ち
の
大
地
に

火
山
、
地
震
な
ど
変
化
を
及
ぼ
し
、

地
球
の
生
き
た
活
動
を
教
え
て
く

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
見
え
る
場

所
の
す
べ
て
が
ジ
オ
サ
イ
ト
で
す
。

大
地
を
学
べ
る
ジ
オ
サ
イ
ト
を
探

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
次
回
以
降
の

シ
リ
ー
ズ
で
は
、
個
別
に
わ
か
り
や

す
く
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
な
お
、

わ
か
り
や
す
い
説
明
に
重
点
を
置

き
ま
す
の
で
、
正
確
さ
に
欠
け
る
点

が
多
々
あ
る
こ
と
を
ご
了
解
く
だ

さ
い
。 

             

右上へ上昇している横割れ目を持つ岩石は、

元の岩盤を割りながらマグマが上昇してきた

痕跡 

や
さ
し
い 

 
 

ジ
オ
パ
ー
ク
の
話 第

一
回 

 
地
球
の
誕
生 

  
 

 
 

真
木 

和
男 
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№ 秋の企画ガイド 日時・集合場所 
参加

費 
コース 

１ 

箱根八里（旧東海道）天

下の嶮を歩こう①「小田

原宿から箱根湯本」 

9 月 29 日（土）9 時～15

時頃  小田原駅東口二宮

金次郎像前 

600 円  

小田原駅～江戸口見付～北条稲荷

～小田原宿～板橋見付～松永記念

館（昼食）～板橋地蔵尊～小田原用

水～一里塚跡～紹太寺～箱根湯本 

２ 
小田原府内の二宮金次郎

ゆかりの地を巡る 

10 月 14 日（日）9 時～11

時 30 分頃  小田原駅西口  

三省堂書店前 

500 円 

小田原駅西口～吉野屋敷跡～服部

屋敷跡～二宮神社～報徳役所跡～

～新蔵～小田原駅東口 

３ 

小田原のまちあるき＆

ものづくリ体験 

 

10 月 20 日（土）9 時～12

時 30 分頃  小田原駅東口  

ニ宮金次郎像前 

2000 

 円 

小田原市内の店舗の紹介とものづく

り店での実地体験（今回は露木木工

所でのフォトフレームの作成）  

4 

白秋聖地巡礼  

100 年前 小田原に  

詩聖がやってきた  

10 月 22 日（月）9 時 30 分

～12 時 30 分頃  

箱根登山鉄道  箱根板橋駅  

1000 

 円 

箱根板橋駅～伝肇寺～からたちの花

の小径～野外劇場～西海子小路～

御花畑～白秋童謡館  

5 
箱根八里（旧東海道）天下

の嶮を歩こう②  

11 月 10 日（土）9 時－15

時頃 箱根湯本駅改札口  

600 円  

 
箱根湯本～畑宿を予定  

６ 小田原版「坂の上の雲」 
11 月 29 日（木）9 時～14

時 30 分小田原駅東口予定  
600 円 

小田原市内の政財界、軍人邸跡を訪

ねる 

各コース参加申込は、実施日の 45 日前からです。申込み 電話番号：0465-22-8800 

 小田原ガイド協会ＨＰでもご案内しています。  

編
集
後
記 

今
号
よ
り
編
集
委
員
メ
ン
バ
ー
が
変
わ
り
、
紙

面
の
コ
ー
ナ
ー
も
ち
ょ
っ
と
変
化
し
て
い
ま
す
。

気
づ
き
ま
し
た
か
？
馴
れ
な
い
作
業
の
連
続
で
し

た
が
、
な
ん
と
か
発
行
に
た
ど
り
着
け
ま
し
た
。 

皆
様
の
ご
協
力
感
謝.
感
謝
で
す
。 

（
磯
） 

   
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
ー 

わ
た
し
の
城
旅
① 

新
装
な
っ
た
名
古
屋
城
御
殿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

井
上
か
ほ
る 

 

日
本
列
島
の
記
録
的
な
猛
暑
の
中
、
復
元 

 

な
っ
た
名
古
屋
城
の
見
学
に
赴
き
ま
し
た
。
寛

永
十
一
年
家
光
再
度
の
上
洛
に
際
し
て
本
丸

に
寝
殿
が
建
造
さ
れ
、
こ
れ
に
付
属
す
る
一
連

の
殿
舎
を
含
め
ご
上
洛
御
殿
と
い
う
。
小
田
原

城
本
丸
内
に
も
「
将
軍
家
宿
舎
」
が
建
て
ら
れ

た
が
全
体
の
平
面
図
は
両
者
よ
く
似
て
い
る

の
は
偶
然
か
。 

 

小
田
原
の
本
丸
御
殿
は
元
禄
十
六
年
の
地
震
で
倒
壊
す
る
。
名
古
屋
の

御
殿
は
保
存
さ
れ
続
け
、
昭
和
二
十
年
五
月
戦
災
で
焼
失
し
た
。
だ
が
そ

れ
以
前
に
障
壁
画
な
ど
は
疎
開
さ
れ
て
い
て
、
今
回
の
復
元
に
現
代
の
科

学
的
な
技
術
が
使
わ
れ
当
時
の
雰
囲
気
が
再
現
さ
れ
た
。 

御
殿
の
内
部
は
、
家
光
再
上
洛
に
際
し
て
新
築
さ
れ
た
上
洛
殿
を
指
す

が
、
内
部
の
装
飾
は
欄
間
や
天
井
に
至
る
ま
で
目
を
み
は
る
見
事
さ
。
暑

さ
を
し
ば
し
忘
れ
る
。
車
寄
せ
か
ら
玄
関
と
進
み
、
本
丸
御
殿
の
な
か
最

も
華
麗
な
建
物
で
、
桃
山
美
術
を
好
ん
だ
家
光
の
趣
向
を
反
映
し
て
い
る
。 

 

極
彩
色
の
彫
刻
、
天
井
は
二
重
折
上
の
格
天
井
、
湯
殿
書
院
に
は
板
の

間
の
流
し
、
蒸
し
風
呂
を
据
え
、
一
の
間
、
二
の
間
、
そ
の
西
に
上
段
の

六
畳
間
が
あ
り
そ
こ
に
上
る
。
そ
こ
に
敷
か
れ
た
布
が
風
呂
敷
で
す
。 

 

編
集
委
員 

磯
崎
知
可
子
（
委
員
長
） 

鈴
木
康
子 

戸
田
博
史

中
村
哲
夫 

宮
澤
周
子 

https://blogs.yahoo.co.jp/tokai_kids_mizumaro/GALLERY/show_image.html?id=45571375&no=0

