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活
性
化
す
る
小
田
原
城
址
と 

 
 

ガ
イ
ド
協
会
の
活
動 

 

 
 

戦
国
都
市 

小
田
原
研
究
の
い
ま
② 

前
号
で
述
べ
た
よ
う
に
、
研
究
を

大
き
く
進
め
る
契
機
と
な
っ
た
の

は
考
古
学
の
成
果
で
し
た
。 

小
田
原
城
周
辺
で
は
、
六
〇
〇

箇
所
に
お
よ
ぶ
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。［
諏
訪
間
二
〇
一
八
］

し
か
し
、
個
々
の
調
査
は
点
的
で
、

戦
国
都
市
小
田
原
の
全
体
像
を
考

え
得
る
だ
け
の
成
果
は
得
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
状

況
で
参
考
と
な
っ
た
の
が
、
一
乗
谷

朝
倉
氏
遺
跡
（
福
井
市
）
を
は
じ
め

と
す
る
全
国
の
遺
跡
の
調
査
成
果

で
し
た
。
中
世
考
古
学
の
第
一
人

者
で
あ
る
小
野
正
敏
氏
は
、
一
乗

谷
で
の
発
掘
調
査
成
果
を
中
心
に
、

戦
国
時
代
の
都
市
像
を
明
ら
か
に

さ
れ
て
き
ま
し
た
。［
小
野
一
九
九

七
な
ど
］
小
野
氏
に
よ
り
提
示
さ
れ

た
一
乗
谷
の
姿
は
、
戦
国
都
市
・
館

の
典
型
例
と
評
価
さ
れ（
朝
倉
モ
デ

ル
）
、
筆
者
も
ま
た
小
田
原
で
も
一

乗
谷
の
よ
う
な
姿
が
確
認
で
き
る

も
の
と
想
定
し
、
解
明
方
法
を
模
索

し
て
き
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
断
片
的
な
検
出
な
が
ら

も
都
市
区
画
を
示
す
と
評
価
で
き

る
遺
構
（
道
路
・
堀
・
溝
な
ど
）
を

抽
出
・
分
析
す
る
こ
と
で
、
都
市
の

姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
十
六
世
紀
代

（
十
七
世
紀
初
頭
を
含
む
）
に
埋

没
し
た
道
路
・
堀
・
溝
な
ど
が
、
お

よ
そ
正
方
位
を
基
軸
と
し
て
い
た

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、

小
田
原
に
は
方
格
地
割
の
町
割
が

存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま

し
た
。［
佐
々
木
二
〇
〇
五
］
こ
れ

は
、
文
献
史
学
の
仁
木
宏
氏
が
、
地

方
勢
力
が
方
格
・
方
形
の
プ
ラ
ン
を

採
用
す
る
こ
と
で
自
ら
の「
権
威
」

を
示
し
、
こ
う
あ
る
べ
き
と
の
規
範

性
を
示
し
た
と
想
定
し
て
い
る
こ

と
と
も
共
通
し
ま
す
。［
仁
木
二
〇

〇
六
］
さ
ら
に
、
史
跡
小
田
原
城
跡

御
用
米
曲
輪
の
発
掘
調
査
で
確
認

さ
れ
た
戦
国
期
の
庭
園
は［
佐
々
木

二
〇
一
六
］
、
将
軍
家
あ
る
い
は
京

都
の
権
威
を
示
す
と
さ
れ［
小
野
二

〇
一
八
］
、
北
条
氏
が
「
伝
統
的
な

景
観
を
志
向
し
た
」
事
例
と
評
価
さ

れ
ま
し
た
。
［
小
野
二
〇
一
七
］ 

小
田
原
は
、
長
ら
く
全
国
の
遺

跡
の
成
果
を
追
い
か
け
て
調
査
・
研

究
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
一
〇
〇

年
に
亘
り
複
数
ヶ
国
を
領
す
る
北

条
氏
が
本
拠
と
し
た
小
田
原
は
、
時

系
列
で
戦
国
大
名
の
考
え
方
や
志

向
性
の
推
移
、
そ
れ
に
伴
う
都
市
の

変
化
が
検
討
で
き
る
事
例
と
し
て
、

全
国
的
に
も
重
要
視
さ
れ
つ
つ
あ

り
ま
す
。 

調
査
の
進
捗
・
研
究
の
推
進
に

よ
り
、
評
価
や
解
釈
は
様
々
に
変
化

し
ま
す
。
近
年
の
黒
田
基
樹
氏
の
一

連
の
著
作
［
例
え
ば
黒
田
編
二
〇

一
五
・
黒
田
二
〇
一
九
］
な
ど
は
良

い
事
例
で
す
の
で
注
意
が
必
要
で

す
。
引
用
文
献
を
提
示
し
ま
し
た
の

で
、
ぜ
ひ
お
読
み
頂
き
、
今
後
の
研

究
の
動
向
に
も
注
視
し
て
頂
け
る

と
、
新
た
な
小
田
原
研
究
の
未
来
が

見
え
て
く
る
と
思
い
ま
す
。 

 引
用
文
献 

 
 

 
 

 
 

小
野
正
敏 

一
九
九
七
『
戦
国
城
下

町
の
考
古
学
』
講
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メ
チ
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小
野
正
敏 
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〇
一
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「
館
・
屋
敷

を
ど
う
読
む
か
―
戦
国
期
大
名
館
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素

材
に
―
」
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遺
跡
に
読
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中
世
史
』
考

古
学
と
中
世
史
研
究
⒔
高
志
書
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小
野
正
敏 

二
〇
一
八
「
戦
国
大
名

と
京
都
―
小
田
原
北
条
氏
の
権
威
演
出

―
」
『
小
田
原
北
条
氏
の
絆
』
小
田
原

市
・
八
王
子
市
・
寄
居
町
姉
妹
都
市
盟

約
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
小
田
原
城
総

合
管
理
事
務
所 

黒
田
基
樹
編 

二
〇
一
五
『
北
条
氏

康
の
子
供
た
ち
』
宮
帯
出
版
社 

黒
田
基
樹 

 

二
〇
一
九
『
戦
国
北

条
五
代
』
、
星
海
社
新
書 

佐
々
木
健
策 

二
〇
〇
五
「
中
世
小

田
原
の
町
割
と
景
観
」
『
中
世
の
み
ち

と
橋
』
、
高
志
書
院 

佐
々
木
健
策 

二
〇
一
六
『
史
跡
小

田
原
城
跡
御
用
米
曲
輪
発
掘
調
査
概
要

報
告
書
』
、
小
田
原
市
教
育
委
員
会 

諏
訪
間
順 

二
〇
一
八
「
小
田
原
北

条
氏
の
イ
メ
ー
ジ
と
小
田
原
城
」
『
小

田
原
北
条
氏
の
絆
』
（
前
掲
） 

仁
木 

宏 

二
〇
〇
六
「
室
町
・
戦

国
時
代
の
社
会
構
造
と
守
護
所
・
城
下

町
」
『
守
護
所
と
戦
国
城
下
町
』
高
志

書
院 

    

◆
企
画
ガ
イ
ド
◆ 

 お
か
め
桜
ひ
と
め
ぼ
れ
の
春 

小
田
原
宿
観

光
回
遊
バ
ス
は

十
三
年
前
か
ら

運
行
さ
れ
て
い

ま
す
。 

当
協
会
の
ガ
イ
ド
が
添
乗
し
て

ガ
イ
ド
兼
車
掌
的
な
役
目
を
果
た

し
て
い
る
の
は
全
国
で
も
小
田
原

市
く
ら
い
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
小
田
原
観
光
に
回
遊
バ
ス
が
果

た
す
役
割
は
大
き
い
な
ー
と
実
感

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

た
だ
お
客
様
の
降
車
場
所
の
実

体
は
一
夜
城
と
漁
港
で
全
体
の
八

五
％
程
度
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
他

の
五
か
所
の
停
車
場
は
全
部
足
し

て
も
十
五
％
未
満
に
過
ぎ
な
い
現

状
。
回
遊
バ
ス
が
回
遊
す
る
本
来
の

目
的
を
十
分
に
活
用
で
き
て
い
な

い
。
効
率
的
に
利
用
し
て
、
多
く
の

名
所
や
な
り
わ
い
を
経
験
し
て
い

た
だ
く
、
利
用
の
仕
方
を
お
客
様
と

一
緒
に
実
践
し
て
み
よ
う
、
と
五
人

で
組
織
す
る
回
遊
バ
ス
委
員
会
で

検
討
し
た
結
果
、
降
車
率
の
比
較

的
低
い
本
町
・
板
橋
・
文
学
館
の
魅

力
の
発
信
に
注
力
を
注
ぐ
こ
と
に

し
、
Ａ
コ
ー
ス
を
板
橋
～
一
夜
城
～

文
学
館
～
小
田
原
城
、
Ｂ
コ
ー
ス

を
本
町
～
漁
港
～
文
学
館
～
小
田

原
城
の
二
つ
の
コ
ー
ス
を
設
定
。
運

営
は
す
べ
て
委
員
会
に
て
行
う
こ

と
と
し
八
月
三
日
に
一
回
目
、
好

評
の
た
め
二
回
目
を
九
月
二
八
日

に
実
施
。
旧
松
本
剛
吉
邸
を
昼
食

場
所
と
し
て
利
用
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
幸
い
で
し

た
。
バ
ス
内
の
ガ
イ
ド
は
本
来
の
添

乗
ガ
イ
ド
が
行
い
ま
す
の
で
、
当
企

画
の
ガ
イ
ド
は
降
車
後
一
時
間
程

度
で
四
か
所
・
四
回
の
ガ
イ
ド
を
行

い
ま
し
た
。
板
橋
で
は
和
菓
子
で
休

憩
、
本
町
で
は
揚
げ
か
ま
で
ひ
と
休

み
。 回

遊
バ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
個
人
で
歩
い
た
ら
と
て
も
対

応
で
き
な
い
広
範
な
地
域
に
点
と

し
て
存
在
す
る
小
田
原
の
魅
力
を

線
と
し
て
結
び
、
お
客
様
に
無
理
な

く
三
か
所
＋
小
田
原
城
を
体
験
し

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

回
遊
バ
ス
で
の
回
り
方
を
含
め
評

判
は
か
な
り
上
々
で
し
た
。 

当
ツ
ア
ー
参
加
さ
れ
た
お
客
様

か
ら
の
要
望
の
多
か
っ
た
漁
港
で

の
食
事
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た

め
に
、
次
回
以
降
は
漁
港
に
て
解
散

す
る
半
日
コ
ー
ス
の
定
期
的
な
ツ

ア
ー
を
計
画
す
る
予
定
で
す
。 

 

      

鉄
道
は
男
に
と
っ
て
ロ
マ
ン
だ
。

そ
れ
は
、
い
く
つ
に
な
っ
て
も
変
わ

ら
な
い
。
小
田
原
の
古
き
良
き
時
代

に
、
馬
車
鉄
道
や
電
気
鉄
道
が
走

っ
た
。
そ
れ
を
想
像
す
る
だ
け
で
ワ

ク
ワ
ク
す
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
応

募
者
の
ほ
と
ん
ど
が
男
性
か
も
？ 

と
い
う
「
二
日
間
完
全
踏
破
」
の
企

画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。 

 

ま
ず
は
下
見
会
。
コ
ー
ス
決
め
も

含
め
て
現
場
を
検
証
す
る
。
今
回
も

新
発
見
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
。 

 

例
え
ば
、
駅
前
の
ビ
ル
群
。
な
ぜ

か
道
に
面
し
て
斜
め
に
立
っ
て
い

る
。
そ
の
わ
け
は
？ 

な
る
ほ
ど
、

大
正
・
昭
和
の
古
地
図
を
見
る
と
そ

の
理
由
が
よ
く
わ
か
る
。 

箱
根
湯
本
に
行
く
。
終
着
駅
の

ル
ー
プ
の
手
前
、
早
川
を
渡
る
落
合

橋
案
内
版
の
と
こ
ろ
で
、
古
い
写
真 

と
見
比
べ
る
。
ほ
ん
の
少
し
だ
が 

背
景
の
山
影
が
ズ
レ
て
る
気
が
す

る
。
橋
の
架
か
っ
て
い
た
位
置
は
、

こ
こ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 

 

回
遊
バ
ス
で
巡
る 

小
田
原
再
発
見
ツ
ア
ー 

 
 
 

 
 

森
尻 

義
雄 

◆
企
画
ガ
イ
ド
◆ 

小
田
原
馬
車
・
電
気
鉄
道
の
軌
跡 

小
田
原
～
湯
本 戸

田 

博
史 
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湯本の吉池旅館の一角に「箱根電燈発電所

跡」の説明板がある。明治 25 年、ここに須雲

川水流を利用した水力発電所が開設された。

京都についで 2 番目。タービン、発電機など

国産機の使用ではわが国初の水力発電所だ｡ 

湯本と塔ノ沢の旅館街 26 戸 200 灯の電気を

供給、文明開化の灯が箱根にともった。  

初期の容量はわずか 20KW ほど。アンペア

に換算すると 200A で、現在の家庭だと４～

5軒分もない。そんなに少なくていいのかとも

思うが、パソコンもテレビもなく、洗濯は手で

炊事は竈の時代だから、それで充分だったのだ

ろう。 

エジソンの白熱電灯が実用化された 2 年後

の 1881 年に、世界初の事業用水力発電所が

アメリカで竣工された。箱根の水力発電所は

1892 年の開設だった。約 10 年で欧米に追

いついたのだ。明治の西洋文化進取の力は凄

まじい。             （T） 

わ
れ
わ
れ
は
、
前
日
の
雨
で
ぬ
か

る
む
道
を
奥
へ
奥
へ
と
進
ん
で
い

っ
た
。
す
る
と
写
真
と
同
じ
よ
う
な

場
所
が
あ
っ
た
。
古
い
簡
易
地
図
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
。
う
ー
む
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
落
合
橋
は
、
こ
こ
だ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

そ
の
他
、
箱
根
板
橋
駅
へ
の
引

込
み
線
の
場
所
と
か
、
旧
東
海
道
の

位
置
と
か
、
写
真
や
地
図
を
見
比
べ

な
が
ら
、
ケ
ン
ケ
ン
ガ
ク
ガ
ク
の
議

論
は
続
い
て
い
く
。
や
っ
ぱ
り
現
場

に
出
る
の
が
一
番
。
一
人
じ
ゃ
わ
か

ら
な
い
こ
と
も
、
み
ん
な
で
意
見
を

出
し
合
え
ば
見
え
て
く
る
。 

そ
し
て
勉
強
会
。
最
近
、
勉
強
会

で
の
質
問
を
避
け
る
傾
向
が
あ
る

の
は
、
な
げ
か
わ
し
く
思
え
る
。
身

内
の
違
っ
た
角
度
か
ら
の
疑
問
に

応
え
て
こ
そ
進
歩
や
発
見
が
あ
る

は
ず
だ
。 

で
、
本
番
は
、
天
気
さ
わ
や
か
、

体
調
Ｏ
Ｋ
。
無
事
に
終
わ
っ
て
― 

―
後
は
楽
し
い
打
ち
上
げ
だ
。
企
画

ガ
イ
ド
が
充
実
す
れ
ば
、
打
ち
上
げ

の
酒
席
も
ま
た
楽
し
。
今
回
の
企
画

委
員
は
男
三
人
女
三
人
。
合
コ
ン

形
式
の
ハ
ッ
ピ
ー
ア
ワ
ー
は
、
昼
間

か
ら
盛
り
上
が
っ
て
、
Ｗ
Ｅ 

Ａ
Ｒ

Ｅ 

Ｈ
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｙ
～
。 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

雨
で
二
週
間
延
期
し
た
十
一
月

二
日
、
秋
晴
れ
の
中
、
残
念
な
が
ら

延
期
に
よ
り
減
少
し
て
し
ま
っ
た

が
、
参
加
者
二
十
一
名
で
実
施
し

た
。
延
期
に
よ
り
、
国
府
津
～
小
田

原
と
小
田
原
～
湯
本
ま
で
の
ガ
イ

ド
日
程
が
逆
転
し
て
し
ま
い
、
旧
本

社
が
あ
っ
た
東
京
電
力
前
で
よ
う

や
く
話
が
つ
な
が
っ
た
と
話
す
参

加
者
も
い
た
。 

今
回
、
企
画
を
実
施
す
る
に
あ
た

り
、
な
る
べ
く
電
気
鉄
道
に
絞
っ
て

の
ガ
イ
ド
を
し
よ
う
と
、
資
料
集
め

を
行
っ
た
。
電
気
鉄
道
の
後
継
会

社
は
、
箱
根
登
山
鉄
道
で
あ
る
が
、

問
い
合
わ
せ
て
も
、
大
正
十
二
年
の

本
社
火
災
、
続
い
て
の
関
東
大
震 

   

 

    

災
に
よ
り
、
会
社
に
も
そ
れ
以
前
の

資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

と
の
こ
と
で
、
細
か
い
疑
問
点
が
何

点
か
解
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
停

車
場
の
表
示
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ

た
、
ポ
イ
ン
ト
の
切
り
替
え
は
ど
う

し
た
の
か
、
単
線
運
行
で
タ
ブ
レ
ッ

ト
は
使
用
し
た
の
か
等
々
。 

沿
線
の
寺
社
仏
閣
な
ど
交
通
に

関
係
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
な

る
べ
く
少
な
く
し
、
停
車
場
が
あ
っ

た
地
点
の
説
明
や
、
沿
線
の
交
通
に

関
連
し
た
も
の
を
メ
イ
ン
と
し
た

ガ
イ
ド
を
試
み
た
が
、
残
念
な
が
ら

な
か
な
か
そ
れ
だ
け
で
は
難
し
く
、 

           

    

多
少
い
や
半
分
く
ら
い
は
電
気
鉄

道
と
関
係
し
な
い
こ
と
も
ガ
イ
ド

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
参
加
者
の

関
心
に
対
応
出
来
た
か
ど
う
か
。 

ま
た
、
国
府
津
駅
前
で
、
馬
車
鉄

道
開
通
に
合
わ
せ
、
待
合
茶
屋
と
し

て
開
業
し
、
現
在
も
レ
ス
ト
ラ
ン
と

し
て
営
業
し
て
い
た
相
仙
が
十
月

三
十
一
日
を
も
っ
て
営
業
を
終
了

し
て
し
ま
っ
た
。
お
と
と
い
ま
で
営

業
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
と
ガ
イ
ド

せ
ざ
る
を
え
ず
、
時
代
の
な
が
れ
と

は
い
え
、
歴
史
あ
る
店
が
な
く
な
り
、

と
て
も
寂
し
い
気
が
し
た
。 

             

◆
企
画
ガ
イ
ド
◆ 

小
田
原
馬
車
・
電
気
鉄
道
の
軌
跡 

国
府
津
～
小
田
原 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

濱
村 

哲
夫 

  

木菟のささやき 

国府津駅前  
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▼
お
生
ま
れ
は
？ 

昭
和
十
九
年
の
一
月
で
す
。
勉

強
よ
り
も
遊
び
が
大
好
き
。
毎
日
、

川
に
行
っ
た
り
、
山
の
中
を
走
り
回

っ
た
り
、
チ
ャ
ン
バ
ラ
ご
っ
こ
に
没

頭
し
た
り
、
そ
ん
な
少
年
で
し
た
。 

▼
お
城
の
勉
強
を
始
め
た
の
は
？ 

 

三
十
歳
頃
か
な
。
そ
の
頃
は
写
真

会
社
の
技
術
系
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
。
企

業
戦
士
と
し
て
働
い
て
い
ま
し
た
。

当
然
、
休
み
も
今
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

東
京
本
社
勤
務
の
頃
な
ど
、
終
電

の
そ
の
ま
た
後
、
夜
行
寝
台
列
車

「
銀
河
」
の
デ
ッ
キ
に
乗
せ
て
も
ら

っ
て
、
小
田
原
ま
で
帰
り
、
家
に
戻

っ
て
少
し
寝
て
子
供
の
寝
顔
を
横

目
に
ま
た
出
勤
。
そ
ん
な
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
し
た
。 

そ
れ
で
も
、
暇
を
み
つ
け
て
コ
ツ

コ
ツ
と
城
郭
関
係
の
本
を
読
み
、
城

跡
を
歩
き
ま
し
た
。
休
日
に
な
る
と

ひ
と
り
で
家
を
飛
び
出
し
、
こ
の
近

辺
の
城
を
巡
り
ま
し
た
。
一
夜
城
、

足
柄
城
や
河
村
城
と
か
、
こ
の
あ
た

り
は
隅
か
ら
隅
ま
で
行
っ
た
か
な
。

特
に
中
世
の
城
、
山
城
が
好
き
で
し

た
。
そ
の
う
ち
出
張
の
折
な
ど
を
利

用
し
て
、
全
国
各
地
の
城
を
巡
り
始

め
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
城
の
研
究

団
体
に
所
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
十
数
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
。
通
り

一
遍
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と
研
究
し

よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。 

▼
最
初
の
頃
、
印
象
に
残
っ
た
城

は
？ 河

村
城
か
な
。
と
て
も
想
像
を
か

き
た
て
る
城
で
す
。
今
み
た
い
に
整

備
さ
れ
て
な
い
か
ら
、
草
ボ
ウ
ボ
ウ

の
荒
れ
地
で
、
男
が
ひ
と
り
ポ
ツ
ン

と
縄
張
り
図
を
握
り
し
め
、
城
跡
を

眺
め
な
が
ら
、
感
慨
に
ふ
け
っ
た
り

ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
た
り
…
…
ま
わ
り
か

ら
見
る
と
変
な
奴
だ
っ
た
で
し
ょ

う
ね
。
と
も
か
く
現
場
に
行
く
。
本

な
ど
で
得
た
情
報
と
突
き
合
わ
せ
、

じ
っ
く
り
観
察
す
る
。
資
料
と
現
場
、

ど
ち
ら
に
偏
っ
て
も
い
け
な
い
と

思
っ
て
ま
す
。 

▼
奥
さ
ん
や
子
供
さ
ん
は
文
句
を

言
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
？ 

う
ー
ん
…
…
当
時
の
風
潮
と
し

て
は
、
男
は
外
で
働
く
も
の
、
家
に

い
る
の
は
怠
け
者
み
た
い
な
感
じ

で
し
た
か
ら
ね
。
今
じ
ゃ
、
と
て
も

通
用
し
な
い
け
ど
。 

▼
湯
山
さ
ん
と
い
え
ば
、
勉
強
会
の

時
な
ど
、
草
原
で
も
薮
で
も
、
鎌
を

手
に
先
頭
に
立
っ
て
ド
ン
ド
ン
進
む

イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
。 

ガ
イ
ド
の
時
は
、
危
険
な
道
に
お

客
様
を
連
れ
て
い
く
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
で
も
そ
れ
を
知
っ
て
お
く

と
遺
構
を
多
面
的
に
と
ら
え
ら
れ

る
。
そ
れ
だ
け
ガ
イ
ド
の
幅
が
広
が

る
わ
け
で
す
。 

若
い
頃
か
ら
、
薮
を
か
き
分
け
進

み
ま
し
た
。
山
城
巡
り
の
七
つ
道
具

を
か
か
え
て
ね
。 

▼
七
つ
道
具
と
い
う
の
は
？ 

縄
張
り
図
、
磁
石
、
手
袋
、
巻
き

尺
、
鎌
、
杖
、
そ
れ
に
カ
メ
ラ
か
な
。

杖
は
つ
く
た
め
で
は
な
く
、
草
や
蜘

蛛
の
巣
な
ど
を
払
う
た
め
。
そ
れ
に

登
山
の
知
識
も
必
要
だ
。
靴
は
必
ず

登
山
靴
。
藪
に
入
り
ま
す
か
ら
ね
。 

 
 

 
 

 
 

昔
、
僕
は
「
晴
れ
男
」
で
し
た
、
撮

っ
た
写
真
の
背
景
は
、
み
ん
な
青
空

で
す
。
ガ
イ
ド
協
会
に
入
っ
て
「
雨

男
」
と
い
わ
れ
る
と
ち
ょ
っ
と
悲
し

い
。(

笑) 

▼
小
田
原
地
方
の
城
郭
は
、
昔
と
比

べ
る
と
、
ど
う
感
じ
ま
す
か
？ 

 

今
は
整
備
さ
れ
て
る
よ
ね
。
講
演

会
な
ん
か
も
開
か
れ
て
、
関
心
を
持

つ
人
も
多
く
な
っ
た
。
昔
は
、
城
を

調
べ
よ
う
な
ん
て
奴
は
、
ご
く
マ
ニ

ア
ッ
ク
な
人
間
だ
け
だ
っ
た
。 

一
夜
城
な
ん
か
は
、
荒
れ
放
題
だ

っ
た
し
、
惣
構
え
の
縦
掘
り
を
、
草

を
か
き
分
け
登
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
当
時
は
、
ガ
イ
ド
の
た
め
じ

ゃ
な
く
て
、
自
分
が
歩
き
た
い
た
め

に
行
き
ま
し
た
。 

今
の
小
田
原
城
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
し
て
、
白
く
美
し
く
な
っ
た
。
一

夜
城
や
惣
構
え
の
歴
史
的
な
意
味

や
価
値
、
そ
れ
を
も
っ
と
み
ん
な
に

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

（
文
責
：
編
集
部
） 

城跡にひとり 

男がたたずむ 

第二回語り手 湯山 尊明 

今年の 2 月にできた  

河村城展望四阿  

(山北町 HP より) 

 

インタビュー企画 

 おだわら 
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十
返
舎
一
九
の
本
名
は
重
田
貞 

一
。
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に 

駿
府
で
中
下
層
の
武
士
の
子
と
し 

て
生
ま
れ
た
。
寛
政
六
年
（
一
七 

九
四
）
に
江
戸
に
行
き
、
江
戸
随 

一
の
大
出
版
業
者
の
蔦
屋
重
三
郎 

の
食
客
に
な
っ
て
、
洒
落
本
、
読 

本
な
ど
を
書
き
、
次
第
に
世
間
に 

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
享
和 

二
年
（
一
八
〇
一
）
に
、
江
戸
か 

ら
箱
根
ま
で
の
弥
次
郎
兵
衛
と
喜 

多
八
の
旅
の
滑
稽
本
『
東
海
道
中 

膝
栗
毛
・
初
編
』
が
大
当
た
り
し 

て
、
巻
を
重
ね
る
ご
と
に
人
気
が 

高
ま
り
、
空
前
の
大
流
行
作
家
に 

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

神
田
の
八
丁
堀
に
住
む
妻
を
亡

く
し
た
独
り
者
の
弥
次
郎
兵
衛
と

居
候
の
喜
多
八
、
の
ら
く
ら
者
の
二

人
が
、
花
の
お
江
戸
を
立
ち
、
お
伊

勢
参
り
か
ら
、
大
和
の
国
巡
り
し
て
、

花
の
都
（
京
都
）
か
ら
梅
の
咲
く
浪

花
（
大
阪
）
へ
と
珍
道
中
を
繰
り
返

す
物
語
だ
。 

以
下
、
現
代
訳
文
（
抄
）
か
ら
引

用
す
る
。 

 

高
笑
い
し
な
が
ら
歩
む
と
も
な 

く
、
い
つ
の
間
に
か
曽
我
中
村
、
小

八
幡
の
八
幡
宮
を
も
行
き
過
ぎ
て
、

酒
匂
川
を
越
え
て
行
け
ば
、
小
田
原

宿
の
客
引
き
た
ち
が
早
く
も
道
に

待
ち
受
け
て
、 

客
引
き
「
あ
な
た
方
は
お
泊
り
で 

ご
ざ
り
ま
す
か
」 

弥
次
「
貴
様
は
小
田
原
か
、
お
い
ら 

小
清
水
か
白
子
屋
に
泊
ま
る
つ

も
り
だ
」 

客
引
き
「
今
晩
は
両
家
と
も
、
お
泊

り
が
一
杯
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、

ど
う
ぞ
私
方
へ
お
泊
り
く
だ
さ

い
」 

 

酒
匂
川
を
越
え
た
あ
た
り
で
、
も

う
小
田
原
宿
の
客
引
き
の
声
が
か

か
る
。
当
時
も
競
争
が
激
し
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。 

町
割
り
図
を
み
る
と
、
小
清
水
旅

館
は
、
宮
前
町
の
清
水
本
陣
東
隣
、

白
子
屋
は
本
町
の
久
保
田
本
陣
の

二
軒
東
に
あ
っ
た
。
そ
の
頃
の
人
気

宿
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
結
局
ど
こ
に

泊
ま
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

二
人
が
小
田
原
宿
に
入
っ
て
い

く
と
、
八
つ
棟
造
り
の
大
き
な
建
物

の
前
に
出
る
。 

 

喜
多
「
オ
ヤ
こ
こ
の
家
は
屋
根
に
大

分
凸
間
凹
間
の
あ
る
家
だ
」 

弥
次
「
こ
れ
が
名
物
う
い
ろ
う
の
店

の
虎
屋
だ
」 

喜
多
「
一
つ
買
っ
て
見
よ
う
。
う 

ま
い
か
の
」 

弥
次
「
う
ま
い
に
き
ま
っ
て
ら
ァ
。 

あ
ご
が
落
ち
ら
ァ
」 

喜
多
「
オ
ヤ
餅
か
と
思
っ
た
ら
、 

薬
屋
の
店
だ
な
」 

 

う
い
ろ
う
を
餅
か
と 

う
ま
く
だ
ま
さ
れ
て 

 

こ
は
薬
じ
ゃ
と
に
が
い
顔
す
る 

  

外
郎
は
、
当
時
か
ら
、
全
国
に
名

の
通
っ
た
老
舗
だ
っ
た
。
薬
で
は
な

く
、
銘
菓
と
間
違
え
る
者
が
い
る
の

も
現
代
と
変
ら
な
い
よ
う
だ
。 

そ
れ
に
し
て
も
二
人
は
時
々
、
狂

歌
を
読
む
。
「
の
ら
く
ら
者
」
と
い

う
が
、
以
外
と
風
流
人
な
の
か
も
し

れ
な
い
。 

ふ
た
り
は
宿
に
案
内
さ
れ
、
風
呂

に
入
る
。
こ
こ
の
風
呂
は
上
方
で
流

行
っ
て
い
る
五
右
衛
門
風
呂
だ
。 

二
人
は
入
り
方
が
解
ら
ず
、
釜
の

底
を
踏
み
抜
き
壊
し
て
し
ま
い
、
弁

償
金
を
出
す
は
め
に
な
っ
た
。
こ
れ

が
小
田
原
宿
で
の
ヤ
マ
場
と
な
っ

て
い
る
。 

そ
の
他
に
も
、
小
田
原
宿
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
生
き
生
き
と
描

か
れ
て
お
り
、
庶
民
の
旅
す
る
姿
や

宿
場
町
の
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。 

弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん
の
珍
道
中

を
読
み
な
が
ら
小
田
原
の
街
を
眺

め
る
と
、
当
時
の
町
並
み
が
想
像
出

来
て
な
か
な
か
面
白
い
。 

  
 

静
岡
出
版 

十
辺
舎
一
九
の
会 

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
古
文
調 

現
代
訳 

第
一
部
を
参
照 

 

 

東
海
道
と
っ
て
お
き
話
② 

弥
次
さ
ん
喜
多
さ
ん 

小
田
原
を
歩
く 

 
岡
田 

秀
昭 
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編
集
後
記 

こ
の
夏
「
ま
る
う
」
の
か
ま
ぼ
こ
詰
め
放
題
が
あ
ま
り
に
楽
し
か
っ
た
の
で
「
桔
梗
屋
信
玄
餅
」
の
詰
め

放
題
に
挑
戦
し
て
き
ま
し
た
。
配
布
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
極
限
ま
で
伸
ば
し
て
詰
め
込
む
こ
と
「
十
八
個
」
。

心
ゆ
く
ま
で
、
詰
め
放
題
堪
能
し
ま
し
た
。
皆
様
は
ど
の
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
発
散
し
て
ま
す
か
？
（
知
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

編
集
委
員 

磯
崎
知
可
子
（
委
員
長
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

戸
田
博
史 

中
村
哲
夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮
澤
周
子 

上
田
信
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
☆冬の企画ガイド☆  申込み・問合せ 0465（22）8800 

№ 企画ガイド 日時・集合場所 参加費 コース 

1 

早雲公！相模侵攻の

最前線橘地区サクサ

ク散歩！ 

12 月 8 日（日） 

JR 国府津駅 

9:30～14:30 頃 

 

1000 円 

国府津駅～大山道道標～史跡車

坂～広済寺～船津家長屋門～羽

根尾史跡公園《昼食》～長泉寺

～常念寺～国府津駅 

2 

小田原まちあるき 

（第 7 回） 

12 月 20 日（金） 

JＲ小田原駅 

9:30～12:00 頃 

 

700 円 

 

御幸の浜～なりわい 

 

3 

令和初！ 

七福神めぐり 

1 月 5 日（日） 

小田急線足柄駅 

9:30～14:30 頃 

 

700 円 

 

足柄駅～潮音寺～福泉寺～鳳巣

院～蓮船寺～《昼食》～報身寺

～大蓮寺～圓福寺（解散）  

4 

厳冬の箱根！冴えわ

たる琵琶の音と老舗

旅館のお弁当を楽し

む！ 

1 月 18 日（土） 

箱根湯本駅 

9:30～15:00 頃 

 

3000 円 

湯本駅～茶の花碑～参道女坂～

阿弥陀寺～参道男坂～塔ノ沢一

の湯本館《昼食》～横穴式源泉

～熊野神社～河鹿荘前（解散）  

参加申し込みは実施日の 45 日前です。詳しくは HP をご覧ください。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
ー 

わ
た
し
の
城
旅
⑥ 

「
兵(

つ
わ
も
の)

ど
も
が 

夢
の
跡
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

飯
沼 

忠
雄 

お
城
（
城
跡
）
は
随
分
多
く
の
所
を
歩
い
た
。
シ
ル
バ
ー
大
学
同

期
の
仲
間
と
天
正
十
八
年
の
小
田
原
合
戦
時
、
北
條
氏
側
の
支
城
巡

り
を
月
例
と
し
て
五
年
も
続
け
た
が
、
ほ
と
ん
ど
の
所
は
建
物
は
な

く
名
も
知
ら
な
い
花
が
風
に
吹
か
れ
て
い
た
り
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
国
、
北
京
の
「
紫
禁
城
」
は
圧
巻
で
あ
っ
た
。
又
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
、
ド
イ
ツ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
街
道
ラ
イ
ン
河
沿
い
の
岸
壁
に
次
々
と
現
わ
れ
る
お
城
は
戦
い

の
場
と
云
う
よ
り
も
、
も
っ
と
宗
教
的
な
何
か
を
感
じ
た
。
今
の
私
の
記
憶
力
で
は
ど
こ
が
一

番
印
象
に
の
こ
っ
て
い
る
の
か
と
問
わ
れ
て
も
判
然
と
し
な
い
。
そ
ん
な
私
だ
が
、
少
年
の
頃

よ
り
一
度
は
行
っ
て
み
た
い
と
思
い
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
行
っ
て
い
な
い
城
が
あ
る
。
岩
手
県

盛
岡
市
の
不
来
方(

こ
ず
か
た)

城
で
あ
る
。
石
川
啄
木
の
こ
の
詩
が
私
は
好
き
で
あ
っ
た
。 

「
不
来
方
の 

お
城
の
草
に 

寝
こ
ろ
び
て 

空
に
吸
は
れ
し 

十
五
の
心
」 

       
 

 
 訃

報 当
協
会
会
員
の
米
光
道
子
理

事
が
十
月
下
旬
に
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。
長
年
の
ご
尽
力
に
感
謝
す

る
と
と
も
に
心
か
ら
ご
冥
福
を

お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

  

お
詫
び
と
訂
正 

Ｏ
Ｇ
Ｏ
第
８
１
号
記
載
の
一
部
文
章
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た

の
で
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
三
頁
四
段
十
八
行
目 

（
誤
）
約
七
十
二
メ
ー
ト
ル 

（
正
）
約
七
十
二
メ
ー
ト
ル
と
も
云
わ
れ
る 

 

九
月
以
降
の
退
会
者 

椎
野 

二
郎
さ
ん
、
今
村 

孝
さ
ん 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

 

 

 

 

 

 

 

紫禁城  
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1 班  

2 班  

2 班  

3 班  

4 班  

4 班  


