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【
巻
頭
所
感
】

企
画
ガ
イ
ド
委
員
会
で

取
り
組
む
課
題

和
田

元
穂

私
が
ガ
イ
ド
協
会
の
目
玉
の
一
つ

で
あ
る
ガ
イ
ド
の
企
画
に
携
わ
る
様

に
な
っ
た
の
は
平
成
三
十
年
四
月
か

ら
で
あ
り
、
当
初
の
三
～
四
カ
月
は

企
画
ガ
イ
ド
委
員
会
の
仕
組
み
や
運

行
、
取
組
み
等
を
知
る
こ
と
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
本
当
に
何
も
わ

か
ら
ず
新
入
社
員
の
よ
う
な
状
況
か

ら
委
員
会
に
席
を
置
く
諸
先
輩
の
方

方
か
ら
の
指
導
の
も
と
、
一
つ
一
つ

事
案
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
し
た
。

現
在
企
画
ガ
イ
ド
委
員
会
の
構
成

は
男
性
五
名
、
女
性
一
名
の
六
名
体

制
で
す
。
理
事
会
で
、
企
画
ガ
イ
ド

委
員
会
の
取
組
み
や
「
よ
う
こ
そ
小

田
原
へ
」
の
進
行
状
況
等
を
報
告
し
、

月
一
回
の
企
画
ガ
イ
ド
委
員
会
で
レ

ジ
ュ
メ
を
作
成
し
て
報
告
を
し
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
課
題
と
し
て
取
り

組
ん
で
き
た
の
は
、
一
つ
目
は
企
画

ガ
イ
ド
「
よ
う
こ
そ
小
田
原
へ
」
の

チ
ラ
シ
作
成
を
早
め
、
配
布
場
所
で

あ
る
関
係
施
設
に
四
十
五
日
前
を
目

途
に
配
布
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
に

は
企
画
ガ
イ
ド
を
担
当
す
る
実
行
責

任
者
と
の
連
携
を
図
り
、
原
稿
の
内

容
確
認
と
印
刷
の
依
頼
を
し
て
い
ま

す
が
、
「
よ
う
こ
そ
小
田
原
へ
」
の

チ
ラ
シ
を
少
し
で
も
早
く
お
客
様
へ

お
届
け
す
る
こ
と
に
よ
り
参
加
者
の

増
加
に
繋
げ
る
思
い
が
あ
り
ま
す
。

今
後
も
継
続
し
て
早
期
着
手
、
早
期

配
布
を
推
進
し
て
行
き
ま
す
。

二
つ
目
は
平
成
三
十
年
度
、
企
画

ガ
イ
ド
の
選
定
に
当
た
り
、
協
会
員

の
皆
様
に
お
願
い
を
し
て
企
画
を
募

集
し
、
そ
れ
を
企
画
委
員
会
で
精
査
、

理
事
会
で
責
任
者
を
決
め
承
認
す
る

こ
と
で
推
進
し
て
参
り
ま
し
た
。
こ

の
方
法
は
企
画
ガ
イ
ド
事
案
の
マ
ン

ネ
リ
化
を
防
ぐ
狙
い
と
新
し
い
企
画

を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
主
眼
と
し
ま

し
た
。
企
画
ガ
イ
ド
は
年
間
十
六
～

十
八
件
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
定

番
ガ
イ
ド
《
七
福
神
・
総
構
・
石
垣

山
一
夜
城
・
根
府
川
の
お
か
め
桜
》

と
と
も
に
過
去
に
実
施
し
た
企
画
ガ

イ
ド
が
多
く
「
こ
れ
で
良
い
の
か
」

と
自
問
自
答
す
る
状
況
で
し
た
。
今

後
は
若
い
協
会
員
を
中
心
に
新
規
企

画
ガ
イ
ド
事
案
の
掘
り
起
こ
し
を
進

め
、
年
間
の
企
画
の
内
三
～
四
件
は

新
規
の
事
案
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

三
つ
目
は
「
よ
う
こ
そ
小
田
原

へ
」
の
チ
ラ
シ
は
刷
り
上
が
っ
て
来

た
ら
、
委
員
会
の
担
当
者
が
仕
分
け

し
て
関
係
施
設
に
直
接
配
布
を
し
て

い
ま
す
。
少
し
で
も
ロ
ス
を
減
ら
す

た
め
関
係
部
署
の
協
力
を
い
た
だ
い

て
配
布
袋
を
作
成
し
、
関
係
施
設
に

届
け
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

四
つ
目
は
メ
デ
ィ
ア
対
応
で
す
。

現
在
企
画
し
た
「
よ
う
こ
そ
小
田
原

へ
」
は
全
国
紙
二
社
、
地
方
紙
一
社
、

地
域
メ
デ
ィ
ア
二
社
、
小
田
原
市
の

「
広
報
小
田
原
」
「
キ
ャ
ン
パ
ス
お

だ
わ
ら
」
に
協
力
を
い
た
だ
い
て
掲

載
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
最
近
の
お
客
様
の
参
加
状
況

を
見
ま
す
と
、
ガ
イ
ド
協
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
の
参
加
者
も
増
加

傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
特

に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
参
加
さ
れ

る
お
客
様
の
住
所
で
す
。
現
在
小
田

原
市
か
ら
の
参
加
者
が
約
半
分
、
小

田
原
市
以
外
の
参
加
者
（
横
浜
、
藤

沢
、
平
塚
、
秦
野
、
厚
木
等
）
も
約

半
分
を
占
め
る
状
況
で
す
。
今
後
は

市
外
の
参
加
者
が
増
加
す
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
課
題
は
あ
り
ま
す
が
、

良
い
企
画
、
丁
寧
な
ガ
イ
ド
、
お
客

様
に
喜
び
を
与
え
ら
れ
る
態
度
で
企

画
委
員
会
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
、

よ
り
よ
い
企
画
作
り
に
邁
進
し
て
ま

い
り
ま
す
。



◆
企
画
ガ
イ
ド
◆

国
府
津
の

文
化
遺
産
め
ぐ
り

富
澤

節
子

十
一
月
十
日
、
晴
天
の
中
、
国

府
津
駅
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。
看

板
建
築
の
残
る
町
並
み
を
歩
き
、

親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
真
楽
寺
に
到

着
し
、
帰
命
堂
を
開
け
て
い
た
だ

き
寺
宝
を
拝
見
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
道
真
公
が
祀
ら
れ
て
い
る
菅

原
神
社
へ
行
き
ま
し
た
。
偶
然
に

も
優
美
な
神
輿
を
拝
見
で
き
、
急

遽
、
撮
影
タ
イ
ム
と
な
り
ま
し
た
。

次
は
時
宗
の
蓮
台
寺
で
す
。
始

祖
の
一
遍
上
人
の
踊
り
念
仏
の
話

を
し
た
ら
、
実
際
に
蓮
台
寺
の
踊

り
念
仏
を
見
た
と
い
う
お
客
様
が

い
ま
し
た
。
形
は
代
わ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
な
お
、
上

人
の
教
え
が
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
で
す
ね
。
こ
の
時
宗
は
、
寺
紋

が
稲
葉
氏
と
同
じ
「
折
敷
に
三
」

で
す
。
一
遍
上
人
も
稲
葉
氏
も
出

自
が
伊
予
の
河
野
氏
の
様
で
す
。

別
荘
地
跡
を
抜
け
田
島
の
横
穴

墓
、
北
条
時
代
に
勧
請
さ
れ
た
田

島
の
お
地
蔵
さ
ん
を
拝
見
後
、
昼

食
で
す
。
昼
食
後
、
文
化
財
の
仏

が
い
ら
し
て
、
資
料
で
調
べ
た
森

戸
の
松
の
あ
っ
た
場
所
も
、
お
客

様
の
記
憶
と
同
じ
で
、
ほ
っ
と
し

ま
し
た
。

テ
ー
マ
は
文
化
財
で
し
た
が
、

ハ
イ
キ
ン
グ
と
し
て
も
楽
し
ん
で

い
た
だ
き
、
和
気
あ
い
あ
い
と
三

ツ
俣
遺
跡
を
通
り
、
街
中
へ
戻
っ

て
き
ま
し
た
。
途
中
、
飯
泉
へ
通

じ
る
巡
礼
街
道
に
置
か
れ
て
い
た

「
左
い
ゝ
す
み
ゑ
」
の
道
標
に
何

故
か
、
皆
さ
ん
感
動
で
し
た
。
海

沿
い
の
勧
堂
で
解
散
で
す
。
無
事

終
了
に
感
謝
で
す
が
、
も
っ
と
勉

強
を
と
自
戒
の
思
い
で
す
。

像
、
お
寺
、

宗
派
に
つ

い
て
お
話

し
ま
し
た
。

こ
れ
が
、

自
分
で
は

一
番
の
正

念
場
で
し

た
。
玉
泉

寺
か
ら
は

桜
並
木
の

剣
沢
沿
い

に
歩
き
ま

し
た
。
お

客
様
の
中

に
地
元
国

府
津
の
方

◆
企
画
ガ
イ
ド
◆

令
和
初
！

七
福
神
め
ぐ
り

小
菅

悟
志

お
正
月
の
し
め
飾
り
が
家
々
の

玄
関
を
飾
る
中
、
七
福
神
巡
り
の

ツ
ア
ー
で
小
田
原
市
街
へ
繰
り
出

し
た
。
出
発
地
点
の
小
田
急
足
柄

駅
に
は
定
刻
の
五
十
分
前
に
到
着

し
た
も
の
の
、
す
ぐ
さ
ま
お
客
さ

ん
が
集
ま
り
始
め
た
。
皆
さ
ん
溌

剌
と
し
た
元
気
一
杯
の
表
情
で
あ

る
。
と
て
も
今
か
ら
始
ま
る
過
酷

な
八
㌔
の
道
程
を
、
何
ら
苦
と
も

思
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
お

客
さ
ん
は
総
勢
三
十
名
、
私
の
分

担
は
十
名
で
お
顔
を
し
っ
か
り
と

頭
の
中
に
叩
き
込
み
、
第
一
弾
ス

タ
ー
ト
で
毘
沙
門
天
を
目
指
し
た
。

本
日
の
コ
ー
ス
は
七
福
神
巡
り

で
、
小
田
原
の
場
合
そ
の
全
て
が

寺
院
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
寺
院

参
拝
時
の
心
得
を
お
客
さ
ん
に
お

願
い
し
た
。
し
っ
か
り
と
耳
を
傾

け
て
い
た
だ
き
、
中
に
は
「
も
う

一
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
る
ね
。
須

弥
山
に
は
決
し
て
足
を
踏
み
入
れ

な
い
こ
と
」
と
。
さ
す
が
企
画
ガ

イ
ド
へ
の
参
加
者
だ
け
に
、
そ
の

分
野
で
通
の
方
が
多
い
と
感
じ
気

持
ち
を
引
き
締
め
た
。

寺
院
か
ら
寺
院
へ
の
道
程
で
は
、

お
正
月
・
箱
根
や
丹
沢
の
山
々
・

壮
大
な
相
模
湾
・
ジ
オ
・
鉄
道
・

城
山
地
区
寺
地
・
総
構
な
ど
、
寺

院
以
外
の
話
題
で
ガ
イ
ド
内
容
も

豊
富
で
あ
っ
た
。
小
田
急
沿
線
の

道
程
で
は
三
本
軌
道
、
新
幹
線
開

発
と
小
田
急
と
の
関
わ
り
を
話
題

に
し
て
大
い
に
受
け
た
。
ま
た
、

梛
の
木
の
話
題
で
は
、
ガ
イ
ド
説

明
の
後
に
、
お
客
さ
ん
に
下
に
落

ち
て
い
る
葉
を
縦
方
向
（
長
手
方

向
）
に
力
一
杯
引
っ
張
っ
て
も
ら

っ
た
。
予
想
に
反
し
見
事
に
切
れ
、

「
夫
婦
仲
も
年
老
い
て
か
ら
は
無

理
せ
ず
、
張
り
切
り
過
ぎ
ず
、
気

を
付
け
ま
し
ょ
う
ね(

笑)

」

今
回
七
福
神
の
こ
と
は
資
料
で

お
伝
え
し
て
あ
る
の
で
、
寺
院
以

外
の
道
す
が
ら
出
会
う
郷
土
の
歴

史
・
文
化
に
重
き
を
置
い
た
。
寺

院
の
開
山
・
開
基
と
か
宗
派
・
本

尊
だ
け
で
は
味
気
な
い
と
判
断
し

た
か
ら
だ
。
後
で
ア
ン
ケ
ー
ト
を

読
む
と
、
皆
楽
し
く
歩
け
満
足
感

に
満
ち
た
様
子
で
、
無
事
終
了
し

た
こ
と
に
安
堵
・
感
謝
で
あ
る
。
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◆
企
画
ガ
イ
ド
◆

早
雲
公
相
模
侵
攻
の
最
前
線

橘
地
区
サ
ク
サ
ク
散
歩

菅
野

達
義

こ
の
企
画
は
コ
ー
ス
設
定
が
重

要
で
あ
る
。
資
料
を
集
め
下
見
を

重
ね
散
歩
コ
ー
ス
を
決
定
し
た
。

十
二
月
八
日
、
冬
晴
れ
の
絶
好
の

散
歩
日
和
。
四
十
一
名
の
お
客
さ

ま
と
国
府
津
駅
を
順
次
出
発
す
る
。

前
川
特
産
「
ほ
と
と
ぎ
す
巻
」
の

名
の
由
来
に
笑
い
が
起
き
る
。

史
跡
車
坂
か
ら
押
切
城(

砦)

跡

へ
。
早
雲
公
が
中
村
川
を
挟
ん
で

三
浦
道
寸
と
対
陣
し
た
城
と
伝
わ

る
。
川
向
に
は
道
寸
の
稲
荷
山
城
。

生
い
茂
る
木
々
を
望
み
、
古
地
図

を
広
げ
て
当
時
に
思
い
を
馳
せ
る
。

羽
根
尾
貝
塚
で
は
縄
文
時
代
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
。
縄
文
海
進
で

中
村
川
沿
い
の
谷
が
中
村
湾(

潟)

へ
。
魚
介
を
と
り
、
豊
か
な
森
で

猟
や
木
の
実
を
採
取
す
る
縄
文
人

の
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
。
辺
り
に

美
味
し
そ
う
な
ス
ー
プ
の
匂
い
が

漂
う
。
匂
い
の
元
は
「
幸
楽
苑
」
。

こ
の
地
は
最
新
の
工
業
団
地
「
西

湘
テ
ク
ノ
パ
ー
ク
」
の
ど
真
ん
中

で
あ
る
。
お
客
さ
ま
か
ら
「
縄
文

人
も
ビ
ッ
ク
リ
だ
ね
」
の
声
が
聞

こ
え
る
。

広
済
寺
で
早
雲
公
の
ご
位
牌
に

参
拝
、
小
船
の
長
屋
門
へ
向
か
う
。

こ
の
辺
り
は
特
産
の
下
中
玉
ネ
ギ

畑
が
広
が
る
長
閑
な
里
山
、
絶
好

の
散
歩
道
で
あ
る
。

昼
食
場
所
は
羽
根
尾
歴
史
公
園
。

椿
咲
く
急
坂
を
上
る
と
眼
前
の
大

パ
ノ
ラ
マ
に
歓
声
が
上
が
る
。
冬

晴
れ
の
澄
ん
だ
空
、
青
く
光
る
相

模
湾
、
三
浦
半
島
の
先
に
は
霞
ん

だ
房
総
半
島
が
見
え
る
。
至
福
の

昼
食
タ
イ
ム
で
あ
る
。

帰
路
は
絶
景
の
相
模
湾
を
眺
め
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
蜜
柑
畑
が
広
が

る
東
海
道
本
線
沿
い
の
丘
陵
道
を

辿
る
。
大
隈
別
邸
跡
の
高
台
で
相

模
湾
に
別
れ
を
告
げ
る
と
ゴ
ー
ル

地
点
の
国
府
津
駅
に
到
着
。
十
一

キ
ロ
の
サ
ク
サ
ク
散
歩
が
無
事
終

了
し
た
。

お
客
さ
ま
か
ら
「
景
色
が
素
晴

ら
し
く
自
然
に
恵
ま
れ
た
良
い
コ

ー
ス
」
「
地
元
の
私
も
知
ら
な
い

橘
地
区
の
こ
と
が
分
か
っ
た
」
等

の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
、
暫
し
達
成

感
に
浸
る
。

二
年
前
、
養
成
講
座
の
最
初
の

実
習
で
ガ
イ
ド
の
基
本
や
心
構
え

を
教
わ
っ
た
の
が
こ
の
橘
地
区
で

あ
る
。
本
企
画
を
通
し
て
ガ
イ
ド

へ
の
思
い
を
新
た
に
し
た
一
日
で

も
あ
っ
た
。

◆
企
画
ガ
イ
ド
◆

雪
の
阿
弥
陀
寺
に
響
き
渡
る

琵
琶
と
吟
詠

岸
本

章

前
日
か
ら
の
雪
の
予
報
に
も
か

か
わ
ら
ず
五
十
九
人
が
参
加
し
て

く
れ
ま
し
た
。
四
班
に
分
れ
て
箱

根
湯
本
を
出
発
、
初
め
は
雨
で
し

た
が
女
坂
を
登
り
始
め
る
頃
は
雪

に
な
り
ま
し
た
。
標
高
二
百
九
十

五
メ
ー
ト
ル
の
阿
弥
陀
寺
は
、
ど

ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
心
配

し
て
登
り
ま
し
た
が
、
登
山
道
は

立
木
に
お
お
わ
れ
舗
装
し
て
あ
り

ま
す
の
で
歩
く
の
に
は
支
障
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
女
坂
の
舗
装
は

現
住
職
の
水
野
賢
正
さ
ん
が
昭
和

四
十
二
年
に
入
山
以
来
二
十
年
を

掛
け
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
協
力

を
得
て
作
り
上
げ
た
も
の
で
す
。

阿
弥
陀
寺
に
到
着
す
る
と
雪
は

本
格
的
に
な
り
、
裏
山
、
お
寺
の

屋
根
、
前
庭
に
雪
が
積
も
り
一
面

銀
世
界
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
み

な
さ
ん
写
真
を
撮
っ
た
り
、
雪
に

触
れ
た
り
大
喜
び
で
し
た
。
住
職

の
水
野
さ
ん
に
迎
え
ら
れ
て
本
堂

に
入
る
と
暖
房
が
入
っ
て
い
て
、

住
職
の
心
配
り
に
感
謝
で
し
た
。

講
話
と
琵
琶
の
弾
き
語
り
は
十

一
時
前
か
ら
始
ま
り
「
吉
田
松
陰

の
母
を
想
う
和
歌
」
「
宮
沢
賢
治

の
風
の
又
三
郎
」
の
一
節
を
吟
じ
、

次
に
「
黒
田
節
」
を
参
加
者
全
員

で
歌
う
と
、
本
堂
内
が
住
職
と
一

体
に
な
っ
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

最
後
に
「
霧
の
川
中
島
」
を
吟
唱

し
終
了
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
で

喜
寿
と
は
思
え
な
い
水
野
住
職
の

吟
詠
に
み
な
さ
ん
満
足
さ
れ
た
よ

う
で
し
た
。

帰
り
道
も
女
坂
を
下
り
、
一
の

湯
を
め
ざ
し
ま
し
た
。
一
の
湯
に

は
全
員
ほ
ゞ
予
定
ど
お
り
到
着
し

て
四
階
の
格
天
井
付
の
広
間
で
食

事
と
な
り
ま
し
た
。
温
か
い
味
噌

汁
と
熱
い
ほ
う
じ
茶
に
み
な
さ
ん

ホ
ッ
と
一
息
の
感
が
あ
り
ま
し
た
。

食
事
の
後
は
早
川
沿
い
に
下
り
河

鹿
荘
前
で
解
散
と
な
り
ま
し
た
。

雪の阿弥陀寺
（令和２年１月１８日撮影）
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■
お
生
ま
れ
は
？

昭
和
八
年
の
六
月
で
す
。
早
川

の
真
福
寺
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
。
寺
は
平
安
時
代
の
開
山

で
、
小
田
原
で
は
宝
金
剛
寺
、
飯

泉
観
音
に
次
い
で
、
三
番
目
く
ら

い
に
古
い
寺
で
す
。

境
内
に
は
、
天
然
記
念
物
の
イ

ト
ヒ
バ
や
タ
ブ
ノ
キ
な
ど
の
樹
木

が
あ
り
、
し
だ
れ
桜
や
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
も
咲
い
て
い
て
、
駅
の
方
か

ら
見
る
と
ピ
ン
ク
の
山
だ
っ
た
。

そ
れ
で
画
家
と
か
作
家
と
か
が
、

よ
く
来
て
い
た
な
あ
。

■
境
内
に
小
説
家
の
川
崎
長
太
郎

さ
ん
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
が
。

川
崎
長
太
郎
さ
ん
は
、
毎
日
の

よ
う
に
来
て
、
顔
を
洗
っ
た
り
、

う
が
い
し
て
た
り
し
て
い
た
。
ボ

ロ
ボ
ロ
の
恰
好
で
、
子
ど
も
心
に

「
汚
い
人
だ
な
」
な
ん
て
思
っ
た

り
も
し
ま
し
た

■
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
早
川
は
、

ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
た
？

半
農
半
漁
の
村
で
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
は
少
な
か
っ
た
。
戦
後
は
蜜

柑
が
外
国
ま
で
輸
出
さ
れ
「
蜜
柑

成
金
」
が
増
え
、
同
時
に
相
模
湾

で
ブ
リ
が
豊
漁
で
「
ブ
リ
大
尽
」

も
生
ま
れ
た
。
だ
か
ら
、
景
気
も

良
く
、
意
外
と
賑
や
か
で
し
た
。

食
料
事
情
の
悪
い
時
代
だ
っ
た
け

ど
、
僕
ら
は
困
ら
な
か
っ
た
。

新
潟
、
山
形
、
秋
田
な
ど
か
ら

も
季
節
労
働
者
が
来
て
、
活
況
で

し
た
よ
。

そ
の
頃
は
、
港
も
新
幹
線
も
国

道
一
三
五
号
線
も
な
か
っ
た
け
ど
、

駅
前
あ
た
り
は
、
そ
れ
ほ
ど
変
わ

っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。
秋
は
蜜
柑
の

出
荷
で
賑
や
か
で
し
た
。

港
が
で
き
る
前
の
早
川
の
海
岸

は
、
今
考
え
る
と
き
れ
い
だ
っ
た

な
あ
。
玉
石
の
堤
防
の
す
ぐ
そ
ば

に
、
昼
顔
が
薄
い
ピ
ン
ク
の
花
を

咲
か
せ
て
い
て
、
そ
こ
に
夕
日
が

差
し
込
ん
で…

、
堤
防
を
乗
り
越

え
る
と
、
波
打
ち
際
ま
で
砂
浜
が

百
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
続
い
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
が
僕
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
場
で
、
野
球
や
空
手
や
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
や
っ
た
。

■
や
が
て
大
学
進
学
の
た
め
に
東
京

へ
出
る
の
で
す
ね
。

え
え
。
僕
は
外
交
官
志
望
だ
っ

た
け
ど
、
勉
強
し
な
か
っ
た
か
ら

う
ま
く
い
か
な
く
て…

。
東
京
で

は
ケ
ン
カ
ば
か
り
し
て
い
ま
し
た
。

男
は
強
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
気
持
ち
が
強
く
て
。
弱
い

も
の
い
じ
め
す
る
も
の
を
見
過
ご

せ
な
い
。
新
宿
の
街
で
、
ヤ
ク
ザ

に
取
り
囲
ま
れ
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
で
も
負
け
た
こ
と
な
か
っ
た

で
す
よ
。
早
川
で
、
飯
場
に
殴
り

込
み
に
い
っ
た
な
ん
て
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

■
紳
士
の
三
元
さ
ん
に
そ
ん
な
武

勇
伝
が
あ
っ
た
の
で
す
か
？

戦
後
、
新
幹
線
の
工
事
で
や
っ

て
き
た
工
夫
た
ち
が
、
勝
手
な
ふ

る
ま
い
を
し
て
い
た
。
こ
の
ま
ま

で
は
寺
の
経
営
す
ら
危
う
く
な
っ

て
く
る
。
何
と
か
、
寺
を
守
り
た

い
。
そ
の
一
心
で
木
刀
を
持
っ
て

一
人
飯
場
に
乗
り
込
ん
だ
わ
け
で

す
。
仕
込
み
杖
や
ツ
ル
ハ
シ
を
も

っ
た
荒
く
れ
者
た
ち
に
取
り
囲
ま

れ
て…

結
局
、
向
こ
う
の
親
分
が

謝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、

飯
場
の
人
た
ち
と
も
仲
良
く
な
り

ま
し
た
。

■
や
が
て
早
川
に
港
が
で
き
、
新
幹

線
が
走
る
よ
う
に
な
っ
て…

…

工
事
が
始
ま
っ
て
す
ぐ
に
、
僕

は
早
川
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
か
ら
、

詳
し
い
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

港
が
で
き
て
も
、
早
川
の
街
自

体
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
た
よ
う
に

は
思
わ
な
い
な
。
で
も
ね
、
子
ど

も
の
頃
、
戦
争
ご
っ
こ
な
ん
か
を

し
た
仲
間
た
ち
が
立
ち
退
い
て
、

ど
ん
ど
ん
去
っ
て
い
く
。
た
ま
に

帰
る
と
、
知
り
合
い
が
減
っ
て
、

浦
島
太
郎
み
た
い
な
感
じ
で
し
た

ね
。

■
今
後
の
早
川
の
観
光
に
つ
い
て
は

ど
う
思
い
ま
す
？

早
川
は
、
古
く
か
ら
一
社
五
ケ

寺
が
あ
っ
た
伝
統
あ
る
地
域
。
何

と
か
、
こ
の
文
化
遺
産
と
水
産
な

ど
の
観
光
資
源
を
コ
ラ
ボ
す
る
方

法
を
工
夫
し
て…

そ
う
し
な
け
れ

ば
、
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

（
文
責
：
編
集
部
）

インタビュー企画

おだわら

昼顔咲く早川の渚に
夕陽がさして

第三回語り手 三元 良紀

漁港ができる前の早川海岸
（小田原市立図書館「一枚の古い写真」より）
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酒
匂
川
に

架
か
る
船
橋

岡
田

秀
昭

江
戸
時
代
は
交
通
網
や
宿
場
な

ど
の
施
設
の
整
備
に
よ
り
、
物
流

や
旅
行
が
活
発
に
行
わ
れ
た
時
期

だ
っ
た
。

徳
川
家
康
は
、
五
街
道
を
日
本

橋
を
出
発
点
と
し
て
整
備
、
一
里

塚
な
ど
を
造
り
、
関
所
を
設
け

「
入
り
鉄
砲
」

「
出
女
」
を
取
り

締
っ
た
。
そ
し
て
、
大
き
な
川
に

は
橋
を
架
け
な
か
っ
た
。
幕
府
は
、

通
行
の
便
を
良
く
す
る
こ
と
よ
り
、

河
川
に
よ
る
防
衛
機
能
を
優
先
し

た
の
だ
。

水
嵩
の
多
い
時
、
川
を
渡
る
に

は
主
に
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。

ひ
と
つ
は
、
川
越
し
人
足
の
手
を

借
り
て
渡
る
方
法
で
、
旅
人
が
人

足
に
肩
車
を
し
て
も
ら
っ
た
り
、

輦
台
（
れ
ん
だ
い
）
に
乗
っ
て
担

が
れ
て
渡
っ
た
。
こ
れ
を
《
徒
歩

（
か
ち
）
渡
し
》
と
い
う
。
も
う

ひ
と
つ
が
渡
し
船
を
利
用
す
る
も

の
で
、
こ
れ
が
《
船
渡
し
》
だ
。

東
海
道
で
は
、
六
郷
川
（
多
摩
川)

、

馬
入
川
（
相
模
川
）
が
船
渡
し
、

酒
匂
川
、
大
井
川
が
徒
歩
渡
し
だ

っ
た
。

将
軍
の
上
洛
や
朝
鮮
通
信
使
の

来
日
と
い
っ
た
大
事
な
行
列
が
あ

っ
た
場
合
、
通
常
と
は
異
な
る
川

の
渡
り
方
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が

「
船
橋
」
と
い
わ
れ
る
方
法
だ
。

船
橋
と
は
、
川
幅
い
っ
ぱ
い
に
船

を
並
べ
、
鉄
の
鎖
や
大
網
、
鎹

（
か
す
が
い
）
な
ど
で
そ
れ
を
連

結
し
、
錨
で
一
艘
ず
つ
固
定
し
て
、

そ
の
上
に
板
を
通
し
て
つ
く
る
仮

の
橋
の
こ
と
だ
。
写
真
参
照
／
こ

の
船
橋
は
加
賀
前
田
藩
が
大
名
行

列
の
時
に
架
け
た
も
の
で
あ
る
。

橋
に
使
用
さ
れ
る
船
は
廻
船
、

水
揚
げ
船
、
漁
船
な
ど
で
、
二
人

乗
り
か
ら
五
人
乗
り
の
小
船
が
使

用
さ
れ
た
よ
う
だ
。
周
辺
の
村
々

よ
り
の
調
達
だ
っ
た
。

こ
の
コ
ラ
ム
の
第
一
回
に
書
い

た
享
保
の
「
象
の
将
軍
謁
見
」
の

折
も
、
木
曽
川
や
六
郷
川
（
多
摩

川
）
で
船
橋
が
架
け
ら
れ
た
と
い

う
。
象
が
の
っ
し
の
っ
し
と
船
橋

を
渡
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。

酒
匂
川
に
も
「
船
橋
」
を
使
っ

た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

「
小
田
原
市
史
史
料
編
近
世

」

に
よ
る
と
、
享
和
年
中(

一
八
〇
一

～
三
）
の
通
信
使
来
日
に
際
し
、

伊
豆
国
の
十
ヶ
組
合
に
、
船
を
廻

し
て
酒
匂
川
船
橋
を
掛
け
渡
す
よ

う
に
と
の
仰
せ
が
出
さ
れ
た
と
い

う
記
録
が
あ
る
。

江
戸
時
代
は
「
鎖
国
」
と
い
わ

れ
る
が
、
朝
鮮
通
信
使
を
は
じ
め

オ
ラ
ン
ダ
人
、
中
国
人
な
ど
異
国

人
使
節
が
江
戸
参
府
を
し
、
東
海

道
を
歩
い
た
。
派
手
な
行
列
で
、

お
お
ぜ
い
の
供
を
連
れ
、
笛
を
吹

い
て
ゆ
っ
く
り
と
街
道
を
進
ん
で

い
っ
た
。

朝
鮮
使
節
の
江
戸
参
府
は
慶
長

三
年
（
一
六
〇
七
）
か
ら
十
二
回

ほ
ど
あ
っ
た
。
琉
球
使
節
も
嘉
永

三
年
（
一
八
五
〇
）
ま
で
に
十
回

を
越
え
て
入
府
し
て
い
る
。
オ
ラ

ン
ダ
の
カ
ピ
タ
ン
使
節
の
江
戸
参

府
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
以

来
で
あ
る
が
、
寛
政
二
年
（
一
七

九
〇
）
以
後
は
、
五
年
に
一
回
の

割
で
参
府
し
て
い
る
。

異
国
人
の
通
行
の
た
め
な
ど
で

酒
匂
川
に
時
折
、
船
橋
が
架
さ
れ

た
よ
う
だ
。
享
保
四
年
に
朝
鮮
通

信
使
が
通
行
し
た
時
は
、
酒
匂
川

の
川
幅
五
町
二
〇
間
に
七
十
七
艘

の
船
が
、
船
橋
掛
船
と
し
て
指
定

さ
れ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

船
は
主
と
し
て
西
伊
豆
地
域
の

駿
河
湾
沿
い
の
村
か
ら
調
達
さ
れ

た
。
船
の
み
で
な
く
、
多
く
の
農

民
漁
民
が
人
足
と
し
て
狩
り
出
さ

れ
、
酒
匂
村
、
山
王
原
村
、
網
一

色
村
の
人
々
と
共
に
工
事
に
従
事

し
た
。

船
橋
架
設
は
難
工
事
で
水
深
と

急
流
の
た
め
、
し
ば
し
ば
中
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
使
節

一
行
が
通
過
す
る
と
橋
は
す
ぐ
に

解
体
さ
れ
た
。

《
参
照
》

『
宿
場
の
日
本
史
』

（
宇
佐
美
ミ
サ
子
著
）

横
浜
国
道
事
務
所
資
料

他

東
海
道
と
っ
て
お
き
話

③

神通川の船橋（宮内庁所蔵写真）
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No. 企画ガイド 日時・集合場所 参加費 コース

1 お城がもっとも華やぐとき
３月 ２８日（土）・２９日（日）

１０：００～１５：００頃
小田原城馬屋曲輪隅櫓

無料

直接会場へお越し下さい
（申込不要／小雨決行）

※桜湯・甘味等 有料

2
県北西部の自然満喫と
歴史遺産のへの望郷

４月４日（土） 約６km
１０：００～１３：００頃

御殿場線山北駅 １０時集合
700円

山北駅～河村城址～洒水の滝
～御殿場線桜の道～鉄道公園

3
江戸時代を彷彿とさせる

酒匂川の徒歩渡し

４月２６日（日） 約７.５km
９：００～１２：３０頃

ＪＲ鴨宮駅 ９時集合
700円

鴨宮駅～酒匂神社～法船寺～
酒匂川の渡し～今井陣場～
蓮上院土塁～江戸口見附～
小田原駅（解散）

4
戦国の大堀切周辺の散策と
フラワーガーデンの薔薇鑑賞

５月１６日(土） 約１０km
９：３０～１４：３０頃

小田原駅西口三省堂前
700円

小田原駅西口～小峰御鐘ノ台大
堀切～白秋の散歩道～水之尾毘
沙門天～辻村植物公園～龍泉寺
観音堂～フラワーガーデン

・各コース参加申込みは実施日の４５日前からです。小田原ガイド協会ＨＰでもご案内しております。

・コースは、状況により、順序が前後する場合があります。

【２０２０年『春』の企画ガイド】 申込み・お問合せ 0465-22-8800
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◆

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ
／
わ
た
し
の
城
旅
⑦

◆

武
将
「
狩
野
一
族
」
と

絵
師
「
狩
野
派
」
の
ふ
る
さ
と

鈴
木

康
子

狩
野
城
跡
周
辺
は
曽
我
兄
弟
の
母
満
江
御
前

の
故
郷
で
す
。
滝
川
ク
リ
ス
テ
ル
の
祖
母
の
生

ま
れ
た
所
で
も
あ
り
ま
す
。
平
安
時
代
後
期
に

藤
原
維
景
が
駿
河
守
の
任
後
、
伊
豆
に
住
み
つ

き
子
孫
が
狩
野
城
を
築
き
、
伊
豆
を
代
表
す
る

武
将
と
し
て
四
百
年
間
活
躍
し
ま
し
た
。

十
五
世
紀
末
、
伊
勢
宗
瑞
と
戦
い
狩
野
城
は

戦
場
と
な
り
ま
し
た
。
狩
野
城
は
小
高
い
山
に
自
然
の
地
形
を
利
用
し
、
土
塁

と
空
堀
な
ど
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
た
い
く
つ
も
の
郭
（
く
る
わ
）
が
あ
り
、
北

条
氏
が
つ
く
っ
た
高
度
な
築
城
と
は
違
い
わ
か
り
や
す
い
山
城
で
し
た
。
下
か

ら
上
が
っ
て
く
る
敵
を
こ
の
辺
り
で
待
ち
伏
せ
し
た
ら…

。
ま
た
、
女
人
は
川

か
ら
船
に
乗
っ
て
逃
げ
よ
う
と
し
て
見
つ
か
り
川
に
身
を
投
げ
た
と
聞
き
、
平

家
物
語
の
壇
ノ
浦
合
戦
と
重
な
り
哀
れ
を
感
じ
た
り…

。
そ
し
て
、
満
江
御
前

は
こ
の
山
里
を
駆
け
回
わ
っ
て
遊
ん
だ
の
だ
ろ
う
か…

。
い
ろ
い
ろ
と
想
像
を

か
き
た
て
ら
れ
て
し
ま
う
城
跡
で
し
た
。

足
利
義
教
公
の
御
前
で
絵
を
描
い
た
こ
と
で
、
狩
野
景
信
・
元
信
親
子
は
京

に
上
り
、
正
信
は
後
に
「
狩
野
派
」
を
お
こ
し
ま
し
た
。
人
と
人
と
の
出
会
い
、

こ
の
縁
が
な
け
れ
ば
武
将
と
し
て
で
は
な
く
、
絵
師
と
し
て
天
下
を
取
っ
た
職

業
絵
師
集
団
狩
野
氏
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

《編
集
後
記
》

十
二
月
以
降
の
退
会
者

落
合
信
夫
さ
ん

須
藤
未
来
さ
ん

諸
星
緑
さ
ん

渡
辺
美
地
子
さ
ん

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
プ
レ
イ
バ
ッ
ク
小
田
原
」
の
取
材
を
終
え
て
、
い
つ

も
、
ガ
イ
ド
協
会
に
は
な
ん
と
魅
力
的
で
ス
テ
キ
な
先

輩
が
多
い
こ
と
か
！
と
思
い
ま
す
。
毎
回
多
く
の
材
料

を
い
た
だ
き
紙
面
に
は
到
底
書
き
尽
く
せ
ま
せ
ん
。
記

事
の
続
き
は
、
Ｐ
当
番
で
一
緒
に
な
っ
た
時
な
ど
に
、

ぜ
ひ
、
伺
っ
て
く
だ
さ
い
。
（
Ｔ
）

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
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