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天
文
一
四
年 （
一
五
四
五
） 

連

歌
師
谷
宗
牧
の
紀
行
文 「
東
国

紀
行
」 

に
、
北
条
氏
康
館
で
歓

迎
さ
れ
、 

館
の
庭
水
が
芦
ノ
湖

を
水
源
と
す
る
早
川
か
ら
引
か

れ
た 「
水
道
」 

で
あ
る
こ
と
を
聞

き
、
感
心
し
た
こ
と
が
記
述
さ

れ
て
い
る
。

　
そ
の
文
章
か
ら
、
既
に
小
田

原
城
下
に
水
道
が
引
か
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
天

正
一
八
年 （
一
五
九
〇
） 

小
田
原

北
条
氏
が
滅
び
た
後
、
戦
後
処

理
で
小
田
原
府
内
に
入
っ
た
徳

川
家
康
は
、
こ
の
水
道
を
手
本

と
し
、
江
戸
入
り
す
る
と
僅
か

三
ヶ
月
で
小
石
川
上
水
を
敷
設

し
て
い
る
。

　
小
田
原
北
条
氏
滅
亡

後
、
検
分
で
小
田
原
府

内
に
入
っ
た
徳
川
家
康

が
こ
の
寺
を
気
に
入
り
、

林
貞
和
尚
を
陣
営
に
招

き
法
話
を
さ
せ
た
。
文

禄
三
年 （
一
五
九
四
） 

家

康
公
の
命
に
よ
り
、
当

寺
を
本
寺
と
し
た
分
寺

が
浅
草
に
建
立
さ
れ
た
。

▲
写
真
は
無
量
寺
の

　

徳
川
家
康
公
夫
婦
像

【鴨宮駅】 大正12年6月1日開業 【根府川駅】 大正11年12月21日開業 【早川駅】 大正11年12月21日開業

３月 【ＪＲ鉄道 150年＆100年】
　明治５年 （1872） 文明開化のシンボル 鉄道が新橋～横浜間に開通する。明治 20 年 （1887） 
には国府津駅まで伸長するが、東海道線は松田、御殿場経由で沼津駅へ、というルートを辿る
ことになる。支線 熱海線の小田原駅開業が、大正９年 （1920）。その後下記三駅が続々と開業
するが、大正 12 年 （1923） の関東大震災で大きな被害を受ける。翌年から急速に復旧し、真
鶴～熱海駅間の開業を経て、昭和９年 （1934） 丹那トンネルの開通とともに東海道線となる。

　
徳
川
軍
は
山
中
城
戦
役
の
あ
と
兵
を

三
方
に
分
け
て
箱
根
を
越
え
た
。
①
三

島
か
ら
宮
城
野
を
経
て
明
神
岳
を
越
え

久
野
諏
訪
原
に
出
た
本
隊 

②
鷹
ノ
巣
城 

（
箱
根
町
） 
を
陥
れ
湯
坂
越
え
し
た
軍 

③
そ
し
て
足
柄
城 （
南
足
柄
市
） 

新
荘

城 （
山
北
町
） 
を
陥
れ
足
柄
越
え
し
た

軍
。
こ
れ
ら
が
合
流
し
、
小
田
原
城
の

東
方
、
今
井
に
布
陣
し
た
。
そ
し
て
こ

こ
を
本
陣
と
し
、
北
条
氏
が
開
城
す
る

ま
で
の
お
よ
そ
百
日
間
滞
留
し
た
。

１月【家康公 小田原の100日】

　
家
康
公
の
ま
ち
づ
く
り
に

　

影
響
を
与
え
た

　
　

◀
小
田
原
用
水
の
取
水
口

▲ 徳川家康が布陣した 今井陣場跡

2023年 冬～春2023年 冬～春
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二
回
目
か
ら
は
五
感 

（
＝
視
覚
・

聴
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
・
味
覚
） 

か
ら

視
覚
を
除
い
た
四
感
を
中
心
に
組
み

立
て
ま
し
た
。
ま
ず
は
嗅
覚
シ
リ
ー

ズ
で
桜
・
藤
・
菖
蒲
等
の
花
見
学
を

何
回
か
行
き
ま
し
た
。
我
々
は
な
に

も
感
じ
な
い
の
に
、
彼
ら
は
か
な
り

遠
く
か
ら
花
の
匂
い
が
感
じ
と
れ
て

い
ま
し
た
。

触
覚
シ
リ
ー
ズ
で
は
発
泡
ス
チ
ロ

ー
ル
の
一
夜
城
跡 

（
写
真
／
元
ガ
イ

ド
協
会
員 

府
川
喜
代
江
氏
作
成
） 

を
ウ
メ
コ
の

事
前
学
習
で

触
っ
て
も
ら

い
、
一
夜
城

で
実
際
に
崩

れ
た
石
垣
に

触
れ
た
と
こ

ろ
、
あ
ま
り

の
大
き
さ
に

び
っ
く
り
し
て
い
ま
し
た
。

海
辺
の
案
内
で
は
波
打
ち
際
の
砂

浜
を
何
十
年
振
り
か
で
味
わ
っ
て
感

涙
し
て
い
た
人
も
。
一
部
の
人
は
砂

浜
ま
で
行
く
前
の
小
石
の
上
を
歩
く

の
が
怖
い
と
途
中
で
止
ま
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
細
か
い
気
配
り
が
必
要

だ
と
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

味
覚
シ
リ
ー
ズ
で
は
蒲
鉾
店
や
ヨ

ロ
イ
ズ
カ
フ
ァ
ー
ム
に
は
行
き
ま
し

た
が
、
買
い
物
の
域
を
出
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
春
の
桜
見
学
の
と
き
、
次

回
は
グ
ル
メ
で
お
願
い
し
た
い
と
の

要
望
が
あ
り
、
今
回
は
下
山
氏
・
渡

辺
宮
子
氏
に
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、

Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
で
海
の
匂
い
と
魚
を

食
す
る
コ
ー
ス
を
計
画
し
ま
し
た
。　

い
つ
も
は
安
全
面
を
考
え
回
遊
バ

ス
で
移
動
し
ま
す
が
、
今
回
は
移
動

時
間
短
縮
で
Ｊ
Ｒ
を
利
用
。
早
川
駅

ま
で
一
人
の
脱
落
者
も
な
く
、
駅
を

出
て
歩
き
な
が
ら
、
人
車
鉄
道
で
客

が
客
車
を
押
し
た
話
で
盛
り
上
が

り
、
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
り
国
道
を
渡
る

と
「
波
の
音
が
…
、海
の
匂
い
が
…
」

と
話
す
う
ち
に
Ｔ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
に
到

着
。
食
堂
の
混
雑
を
予
測
し
、
事
前

に
多
目
的
室
を
予
約
し
て
あ
っ
た
の

が
大
正
解
。
ゆ
っ
く
り
海
鮮
丼
や
デ

ザ
ー
ト
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。

今
回
の
企
画
は
大
好
評
で 

「
再
度

希
望
」 

の
声
が
多
数
。
皆
さ
ん
満
足

そ
う
な
顔
で
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。

し
な
い
の
だ
ろ
う
…
。
不
思
議
な
一

日
の
始
ま
り
で
し
た
。

何
打
目
か
で
グ
リ
ー
ン
に
乗
る

と
、今
度
は 「
カ
ッ
プ
ま
で
約
８
ｍ
。

昇
り
の
ス
ラ
イ
ス
強
め
に
お
願
い
し

ま
す
…
」 

と
合
図
。
入
り
は
し
な
か

っ
た
も
の
の 

「
Ｏ
Ｋ
」 

の
距
離
ま
で

寄
っ
て
い
く
。
我
々
で
も
な
か
な
か

そ
こ
ま
で
は
寄
ら
な
い
。
無
心
で
プ

レ
ー
し
て
い
る
彼
ら
に
は
と
て
も
か

な
わ
な
い
と
実
感
し
ま
し
た
。

―
― 

そ
れ
か
ら
数
年
後
、
視
覚

障
害
者
協
会
か
ら
ガ
イ
ド
要
請
の
連

絡
が
入
り
ま
し
た
。
同
協
会
は
春
と

秋
に
総
会
が
あ
り
、
同
日
午
後
か
ら

の
第
二
部
に
小
田
原
の
街
・
城
址
を

歩
き
た
い
と
の
こ
と
で
、
そ
の
観
光

ガ
イ
ド
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
す
。

最
初
に
、
小
学
生
向
き
の
読
本 

『
小
田
原
』 

を
基
に
作
成
し
た
資
料

で
、
小
田
原
城
に
つ
い
て
説
明
し
始

め
ま
し
た
。
が
、
最
初
か
ら 
「
資
料

が
見
え
ま
せ
ん
」 

と
の
ク
レ
ー
ム
が

あ
り
、
従
来
の
や
り
方
で
は
ラ
チ
が

あ
か
な
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
は
小
田
原
合
戦
の
話
に

切
り
替
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
雨
上

が
り
の
な
か
小
田
原
城
に
向
か
い
ま

し
た
が
、
水
た
ま
り
の
注
意
が
主
体

で
ウ
メ
コ
前
か
ら
馬
出
門
ま
で
一
時

間
も
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

視
覚
障
害
者
対
応
の
ガ
イ
ド
に
携

わ
る
よ
う
に
な
っ
て
約
七
年
に
な
り

ま
す
。
き
っ
か
け
は
十
年
前
に
箱
根

の
ホ
ー
ム
コ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
た
東

日
本
ブ
ラ
イ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
で
、

介
添
え
者 

（
ヘ
ル
パ
ー
） 

と
し
て
プ

レ
イ
し
た
こ
と
で
し
た
。
ヘ
ル
パ
ー

は
プ
レ
イ
ヤ
ー 

（
視
覚
障
害
者
） 

の

目
と
な
っ
て
二
人
一
組
で
コ
ー
ス
を

巡
り
ま
す
。

事
前
の
コ
ー
ス
説
明
で
プ
レ
イ
ヤ

ー
に 

「
こ
の
ホ
ー
ル
は
右
傾
斜
で

一
五
〇
ヤ
ー
ド
右
側
に
バ
ン
カ
ー
が

口
を
開
け
て
い
ま
す
の
で
左
目
狙
い

で
行
き
ま
し
ょ
う
…
」 

と
指
示
を
出

し
合
図
を
す
る
と
、
ボ
ー
ル
は
見
事

に
左
方
向
に
飛
び
出
し
フ
ェ
ア
ウ
ェ

ー
に
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。
前
日
、

自
分
自
身
練
習
場
で
目
を
閉
じ
て
打

っ
て
み
て
、
そ
う
そ
う
当
た
る
も
の

で
な
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
の
で

た
だ
た
だ
驚
き
、
な
ん
で
空
振
り
を

ブ
ラ
イ
ン
ド

ブ
ラ
イ
ン
ドガ

イ
ド

ガ
イ
ド

10月２日 ブラインドガイドの様子

橋
口 

正
良

＊
タ
イ
ト
ル 『
ブ
ラ
イ
ン
ド
ガ
イ
ド
』 は
筆
者
の
造
語
で
す  
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崇
泉
寺
跡
へ
。
こ
こ
は
、
曽
我
兄
弟
の

養
父
の
祐
信
が
兄
弟
追
悼
の
為
創
建
し

た
寺
で
す
。
現
在
は
石
碑
が
そ
の
場
所

を
示
す
だ
け
で
す
が
、
曽
我
の
里
山
風

景
が
感
じ
ら
れ
る
私
の
お
気
に
入
り
の

場
所
で
す
。
丁
度
、
田
畑
の
畦
道
に
は

彼
岸
花
が
真
っ
盛
り
、
所
々
に
刈
入
れ

前
の
稲
穂
が
黄
金
色
の
彩
り
を
添
え
て

い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
目
の
前
に
は
雄
大
な
相
模

湾
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
思
わ
ず
お
客

様
に 

「
曽
我
は
良
い
所
で
し
ょ
う
？
」 

と
問
い
か
け
る
と 

「
是
非
、
ま
た
来
た

い
」 
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
長
一
商
店
さ
ん
の
梅
干
場
に

て
酸
っ
ぱ
い
香
り
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、

曽
我
氏
館
跡
を
経
て
、
城
前
寺
で
曽
我

兄
弟
仇
討
ち
の
お
話
し
を
し
て
ガ
イ
ド

を
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

　

天
候
に
恵
ま
れ
、
お
客
様
に
も
喜
ん

で
頂
け
て
、
曽
我
の
里
が
益
々
好
き
に

な
っ
た
一
日
で
し
た
。

　
〈
こ
こ
曽
我
の
里
は
、
歴
史
的
遺
跡

や
遺
物
が
何
気
な
く
日
々
の
暮
ら
し
の

中
に
溶
け
込
ん
で
い
る
里
で
あ
り
…
〉

こ
れ
は
下
曽
我
駅
前
の
観
光
案
内
板
の

一
節
で
す
が
、
私
は
昨
年
か
ら
何
回
も

足
を
運
ん
で
、
よ
う
や
く
こ
の
言
葉
が

実
感
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
曽

我
丘
陵
か
ら
の
沢
水
で
形
成
さ
れ
た
扇

状
地
に
は
梅
林
が
広
が
り
、
沢
筋
を
避

け
た
台
地
に
は
縄
文
時
代
・
古
墳
時
代

の
遺
蹟
が
あ
り
、
殿
沢
川
と
剣
沢
川
に

挟
ま
れ
た
丘
一
帯
に
は
曽
我
氏
の
館
が

あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
本
番
は
、
九
月
一
七
日
㈯
と

二
二
日
㈭
の
二
回
で
、
私
は
二
回
目
の

第
二
班
八
名
の
担
当
で
し
た
。
男
女
比

は
半
々
、
ご
年
配
の
方
が
多
い
の
で
急

ぎ
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
、

梅
の
里
セ
ン
タ
ー
を
出
発
し
ま
し
た
。

　

宗
我
神
社
を
経
て
法
輪
寺
へ
、
こ
こ

で
は
瑠
璃
光
殿
を
開
け
て
い
た
だ
き
、

薬
師
三
尊
像
を
拝
観
す
る
事
が
出
来
ま

し
た
。
撮
影
可
な
の
で
、
お
客
様
も
盛

ん
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
て
い
ま
し

た
。
続
い
て
本
コ
ー
ス
最
高
点
に
あ
る

歌
川
広
重　

曽
我
物
語
図
絵 
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曽
我
兄
弟
ゆ
か
り
の

 
 

 
   

下
曽
我

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

 
  

川
目 

範
男

企画ガイド

　
現
当
主
三
代
目
相
澤
康
介
氏
に
よ

る
と
、
榮
一
氏
は
小
暮
氏
と
同
級
生

で
幼
稚
園
か
ら
中
学
校
ま
で
一
緒
で

兄
弟
の
よ
う
に
仲
が
良
か
っ
た
。
ま

た
小
田
原
出
身
の
私
小
説
家
川
崎
長

太
郎
と
も
親
交
を
深
め
、
そ
の
他
多

く
の
文
化
人
と
も
付
き
合
い
が
あ
っ

た
と
の
こ
と
。

　
御
当
主
は
じ
め
田
毎
の
皆
様
は
い

つ
ど
こ
で
お
会
い
し
て
も
柔
ら
か
な

笑
顔
で
接
し
て
下
さ
い
ま

す
。
お
堀
端
通
り
を
歩
い

て
い
る
と
、
観
光
客
の

声
が
微
か
に
耳
に
入
っ

て
き
ま
し
た
。「
小
田

原
城
に
来
た
ら
必
ず
田

毎
の
お
そ
ば
が
食
べ
た

い
。
早
く
行
こ
う
！
」 と
。

小
田
原
城
の
正
面

馬
出
門
す
ぐ
近
く
に

あ
り
、
昭
和
30
年
か

ら
六
十
七
年
間
続
く

手
打
ち
そ
ば
一
筋
の

名
店
で
す
。

三
百
年
前
か
ら
変

わ
ら
ず 「
こ
ね
・
の

し
・
切
り
」 

北
海
道

産
石
臼
挽
の
そ
ば
粉

に
、
地
下
五
〇
㍍
の

井
戸
か
ら
汲
み
上
げ
ら
れ
た
ミ
ネ
ラ

ル
豊
富
な
天
然
水
が
使
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
ば
だ
け
で
な
く
汁
・
た
ね

物
に
い
た
る
ま
で
す
べ
て
手
作
り

で
、
手
間
と
時
間
が
ふ
ん
だ
ん
に
か

け
ら
れ
た
伝
統
あ
る
老
舗
の 「
匠
の

技
」 を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
田
毎
初
代
相
澤
榮
一
氏
は
明
治
41

年
生
ま
れ
、
旧
制
小
田
原
中
学
卒
業

後
に
小
田
原
漆
器
を
扱
う
バ
イ
ヤ
ー

と
な
り
ま
し
た
が
、
戦
後
に
日
本
そ

ば
店
の
経
営
を
始
め
ま
し
た
。
昭
和

22
年
に
発
足
し
た 「
小
田
原
文

化
会
」 

で
は
有
力
メ
ン
バ

ー
と
し
て
活
発
な
文
化

活
動
を
行
い
、
小
田
原

の
画
家
で
あ
る
小
暮
次

郎
氏
著 『
小
田
原
古
き
よ

き
頃
』 
画
文
集
に
は
序
文

を
寄
せ
て
い
ま
す
。

　　　　　　　　　　　

まち歩き

岩本 陽子

田　毎
   た　　　　　ごと

手打ちそば処

◀画文集 『古きよき頃』 と
　 相澤榮一氏の序文
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分身ロボット

「OriHime」
 （オリヒメ）

と
まち歩き

姉
妹
都
市
友
好
の
証
と
し
て
交
換
設
置

さ
れ
た
八
王
子
市
、
埼
玉
県
寄
居
町
、

お
よ
び
小
田
原
市
の
カ
ラ
ー
マ
ン
ホ
ー

ル
も
あ
り
ま
す
。

　

小
田
原
宿
な
り
わ
い
交
流
館
で
は
、

本
物
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
設
置
、
お
客

様
が
蓋
を
開
け
る
体
験
を
し
ま
し
た
。

郷
土
文
化
館
前
に
は
三
〇
年
ぶ
り
に
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
第
一
号

が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
下
水
道
整

備
課
の
方
が
実
際
に
蓋
を
開
け
て
中
を

見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た （
写
真
）。

こ
れ
に
は
お
客
様
大
感
激
で
し
た
。

　

下
水
道
整
備
課
か
ら 

〈
マ
ン
ホ
ー
ル

カ
ー
ド
〉 

は
無
論
、
マ
ン
ホ
ー
ル
デ
ザ

イ
ン
の 〈
グ
ッ
ズ
〉 

に

マ
ン
ホ
ー
ル
の
焼
き

印
が
入
っ
た
〈
ど
ら

焼
き
〉な
ど
マ
ン
ホ
ー

ル
尽
く
し
の
お
土
産

が
用
意
さ
れ
て
お
り
、

皆
さ
ん
大
変
喜
ば
れ

ま
し
た
。「
こ
ん
な
に

沢
山
あ
る
と
は
知
ら

な
か
っ
た
」 「
実
際
に
マ
ン
ホ
ー
ル
を

開
け
る
体
験
ま
で
出
来
て
楽
し
か
っ

た
」 「
た
く
さ
ん
の
マ
ン
ホ
ー
ル
写
真

を
撮
る
こ
と
が
で
き
た
」 

と
様
々
な
喜

び
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

協
会
に
入
会
し
て
初
め
て
の
企
画
ガ

イ
ド
で
し
た
が
無
事
に
終
え
る
こ
と
が

で
き
、
お
客
様
に
感
謝
で
す
。

　

一
〇
月
一
六
・
一
七
日
の
二
日
間
で

〈
集
え
‼
マ
ン
ホ
ー
ラ
ー 
デ
ザ
イ
ン
マ

ン
ホ
ー
ル
を
探
し
て
〉
と
題
し
、
小
田

原
市
の
下
水
道
整
備
課
と
の
コ
ラ
ボ
企

画
で
、
デ
ザ
イ
ン
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
見

て
歩
く
企
画
を
開
催
し
ま
し
た
。
企
画

段
階
か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
諸

マ
ン
ホ
ー
ル
を
ほ
ぼ
踏
破
で
き
る
コ
ー

ス
を
考
え
ま
し
た
。

　

市
の
デ
ザ
イ
ン
マ

ン
ホ
ー
ル
設
置
事
業

な
ど
の
取
り
組
み
で

小
田
原
駅
周
辺
で
は

多
く
の
デ
ザ
イ
ン
マ

ン
ホ
ー
ル
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
東

口
駅
前
の
バ
ス
ロ
ー

タ
リ
ー
近
く
に
あ
る 

「
チ
ン
チ
ン
電

車
」 

か
ら
ス
タ
ー
ト
で
す
。
お
し
ゃ
れ

横
町
の
北
条
氏
政
・
氏
照
の
墓
の
近
く

か
ら
栄
町
ダ
イ
ヤ
街
商
店
街
に
は
北
条

五
代
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
マ
ン
ホ
ー
ル
が

並
び
、
商
店
街
の
最
後
に
は
ガ
ン
ダ
ム

マ
ン
ホ
ー
ル
も
あ
り
ま
す
。
か
ま
ぼ
こ

通
り
周
辺
に
は
、
浮
世
絵
風
の
も
の
や

 

 

 
＊
Ｏ
Ｇ
Ｏ
第
91
号
参
照

を
し
た
。
オ
リ
ヒ
メ
を
通
し
て
の
や

り
取
り
が
双
方
で
出
来
る
の
で
、
私

は
ま
る
で
Ａ
さ
ん
を
ガ
イ
ド
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
た
。
Ａ
さ
ん
か
ら
も 

「
普
段
観
光
に
行
く
機
会
の
少
な
い

私
で
も
、
オ
リ
ヒ
メ
を
通
し
て
リ
ア

ル
な
観
光
を
自
宅
で
楽
し
む
こ
と
が

出
来
ま
し
た
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
い

た
だ
き
安
心
し
た
。

　
当
日
は
天
気
も
良
く
ミ
ナ
カ
の
屋

上
か
ら
の
小
田
原
城
、
伊
豆
大
島
ま

で
見
え
る
相
模
湾
の
絶
景
に
感
激
し

て
い
た
だ
い
た
。
今
回
の
実
験
で
、

オ
リ
ヒ
メ
を
通
し
て
資
料
や
瓦
の
家

紋
な
ど
見
え
に
く
い
部
分
の
説
明
は

難
し
い
も
の
の
、
誰
で
も
が
充
分
ま

ち
歩
き
を
楽
し
め
る
時
代
が
き
た
こ

と
を
実
感
出
来
た
。

　
オ
リ
ヒ
メ
と
は 〈
オ
リ
ィ
〉 

研
究

所
が
開
発
し
た
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
外
出
困
難
者
の

社
会
参
加
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
る 

「
分
身
ロ
ボ
ッ
ト
」 

で
あ
る
。
今
回

一
〇
月
二
二
日
に
実
施
さ
れ
た 「
第

七
回
日
本
ま
ち
歩
き
フ
ォ
ー
ラ
ム
in

小
田
原
」 

の
オ
リ
ヒ
メ
活
用
ま
ち
歩

き
体
験
に
先
立
ち
、
一
〇
月
八
日
に

実
証
実
験
が
行
わ
れ
た
。

　
コ
ー
ス
は
小
田
原
駅
か
ら
ミ
ナ
カ

経
由
で
天
守
閣
下
ま
で
。
参
加
さ
れ

た
の
は
市
内
在
住
の
車
い
す
ユ
ー
ザ

ー
の
Ａ
さ
ん
で
、
自
宅
で
オ
リ
ヒ
メ

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
に
つ
な
げ

た
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
操
作
し
た
。
ガ
イ

ド
協
会
か
ら
は
ガ
イ
ド
担
当
の
私
と

兼
川
さ
ん
が
参
加
し
た
。
兼
川
さ
ん

は
Ａ
さ
ん
の
分
身
と
な
っ
た
オ
リ
ヒ

メ
を
抱
え
、
Ａ
さ
ん
に
通
信
状
況
、

見
え
方
な
ど
声
を
か
け
る
サ
ポ
ー
ト

役
で
、
二
人
で
二
時
間
ほ
ど
の
案
内

橘川 健人

　
　
　

　
　
　

 
下
を
向
い
て
歩
こ
う
‼

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　
　

 

日
下
部 

修
一

企画ガイド



5

小田原ガイド協会だより 第94 号

  　

九
月
の
ま
だ
暑
い
日
、
長
野
の
お
城
巡
り
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。浅
間
温
泉
の
帰
り
道
で
す
。

そ
の
時
Ｏ
Ｇ
Ｏ
編
集
部
か
ら
電
話
が
…
。「
お

城
の
エ
ッ
セ
イ
を
」 「
え
っ
、
今
、
松
本
城
か

ら
の
帰
り
道
で
す
」 「
あ
ら
ス
テ
キ
」 
こ
ん
な

リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。
考

え
る
間
も
な
く
皆
さ
ん
に
も
松
本
城
へ
の
旅
を

感
じ
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　
〈
国
宝  

松
本
城
〉 

色
々
な
所
に
こ
の
文
字
が

溢
れ
て
い
ま
す
。
松
本
市
の
気
概
を
感
じ
ま
し

た
。
国
宝
の
響
き
い
い
で
す
ね
。
ワ
ク
ワ
ク
し

ま
す
。
現
存
す
る
十
二
天
守
の
う
ち
国
宝
は
五

天
守
の
み
。松
本
城
は
日
本
最
古
の
五
重
天
守
。

堀
に
架
か
る
赤
い
橋
。
天
守
の
両
脇
に
乾
小
天

守
、
辰
巳
附
櫓
と
月
見
櫓
。
北
ア
ル
プ
ス
連
峰

を
背
景
に
絵
に
な
る
き
れ
い
な
お
城
で
し
た
。

　

ま
ず
は
日
本
百
名
城
ス
タ
ン
プ
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
天
守
は
靴
を
脱
ぎ
登
城
で
す
。
黒
光

り
す
る
床
。
地
元
の
小
学
生
が
ぬ
か
袋
で
磨
い

て
い
る
そ
う
で
す
。
市
民
の
方
々
の
力
で
松
本

城
を
守
っ
て
い
る
事
を
知
り
ま
し
た
。
複
数
の

太
い
柱
、
急
な
階
段
が
続
き
ま
す
。
柱
は
な
ぐ

り
加
工
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。最
上
階
天
井
は
、

井
桁
梁
で
何
本
も
の
柱
で
が
っ
ち
り
と
組
ま
れ

て
い
ま
す
。
天
井
中
央
に
二
十
六
夜
神
と
い
う

　

国
宝  
松
本
城

相
良 

陽
子

松
本
城
を
守
る
神
様
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
乾

小
天
守
は
年
一
回
の
漆
塗
り
の
修
復
中
で
し

た
。
状
態
を
保
つ
為
こ
の
ぐ
ら
い
の
頻
度
で
修

復
が
必
要
な
の
か
、
と
驚
き
ま
し
た
。

　

入
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に 

「
豊
臣
秀
吉
は
、 

天

正
一
八
年 

（
一
五
九
〇
） 

に
小
田
原
城
に
北
条

氏
直
を
下
し
天
下
を
統
一
す
る
…
」
と
の
記
載

が
あ
り
ま
す
。
北
条
の
名
前
が
出
る
と
親
戚
の

お
じ
さ
ん
の
よ
う
な
親
近
感
が
湧
き
ま
す
。
秀

吉
は
江
戸
の
家
康
を
見
張
る
為
天
守
・
乾
小
天

守
・
渡
櫓
と
松
本
城
の
整
備
を
進
め
ま
し
た
。

軒
瓦
は
も
ち
ろ
ん
桐
紋
で
す
。
そ
し
て
、
江
戸

時
代
の
泰
平
な
時
代
に
な
っ
て
か
ら
月
見
櫓
が

造
ら
れ
ま
す
。
優
雅
な
気
分
で
月
を
眺
め
た
の

で
し
ょ
う
ね
。

　

松
本
城
も
年
数
を
重
ね
天
守
が
傾
い
て
い
き

ま
し
た
。
ど
こ
か
で
聞
い
た
話
…
？
。
ま
あ
小

田
原
城
は
地
震
が
原
因
で
す
が
、
松
本
城
は
天

守
台
の
中
の
支
柱
が
腐
り
傾
い
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
明
治
三
〇
年
に
修
復
工
事
を
し
た
記
録

が
あ
り
ま
す
が
、

昭
和
ま
で
傾
い

て
い
て
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト

で
基
礎
を
固
め

直
っ
た
そ
う
で

す
。
私
の
日
本

百
名
城
の
旅
も

ま
だ
ま
だ
続
き

ま
す
。
只
今
37

城
。
次
は
盛
岡

城
か
な
？

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ
／
わ
た
し
の
城
旅 

⑱

【
編
集
後
記
】

 ・詳細は、小田原ガイド協会ホームページをご覧ください。
 ・新型コロナウイルスの感染状況等により、延期・中止の場合があります。

■［
吾
唯
足
知
］ 先
日
、箱
根
湯
本
の 

「
吉
池
」の
庭
園
で
見
つ
け
た
石
に
刻

ま
れ
て
い
た
言
葉
で
す
。
こ
れ
は
京

都
の
龍
安
寺
の
蹲
を
模
し
た
物
の
よ

う
で
無
知
な
私
は
初
め
て
知
り
ま
し

た
。
こ
の
歳
に
な
っ
て
も
新
し
い
知

識
を
得
る
の
は
楽
し
い
こ
と
で
す
ね

知
識
欲
は ［
吾
唯
足
知
］ 

で
は
な
く

貪
欲
で
い
た
い
で
す
。　
　
　
（
知
）

　

勝
又 

晴
美 

さ
ん

　
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

【
九
月
以
降
の
退
会
者
】

【
編
集
委
員
】

　 
磯
崎 

知
可
子
　
柏
木 

由
美
子 

     
上 
田   

信 

一

【2023年企画ガイド予定】 申込み・お問合せ 0465-22-8800

企画名 月日 コース概要

冬の阿弥陀寺　琵琶演奏 1/10・18
      （水）  （木）

箱根湯本駅～茶の花碑～参道女坂～
阿弥陀寺～参道男坂～箱根湯寮～

塔ノ沢～函嶺洞門～箱根湯本駅近辺

家康公  小田原の 100 日
「これからどうする？」（仮）

1/29 （日）

  2/6 （月）

小田原駅～井細田口～福厳寺～酒井陣場
～今井陣場～蓮上院土塁～小田原駅

風祭駅 ⇒ 萬松院 ⇒小田原用水取水口 ⇒
大久寺⇒東海道⇒無量寺⇒なりわい交流館

尾崎一雄ゆかりの地
梅の里 下曽我を歩く ２月下旬

下曽我駅～尾崎一雄文学碑～
尾崎家墓地～宗我神社～城前寺前～

雄山荘跡～別所梅林

根府川いいとこどり
ＪＲ鉄道 150・100 年事業 ３月 鴨宮・早川・根府川駅 開業百年
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令和４年度賛助会員令和４年度賛助会員
賛助会員のお店は皆様をお待ちしています！賛助会員のお店は皆様をお待ちしています！

賛助会員の皆様にはガイド協会の活動に賛同しご支援を頂いています。
賛助会員の詳細は小田原ガイド協会ＨＰをクリックしてください。

http://www.odawara-gaido.com

■ ＮＰＯ法人小田原ガイド協会■ ＮＰＯ法人小田原ガイド協会　　☎☎ 0465-22-8800 0465-22-8800 ■■

☎ 0465- ☎ 0465-
23-3100朝ドレファ～ミ ハルネ店 42-7375せきしん運輸

080-5465-0066　 鯵 壱 北 條 24-3030田　　　毎

22-3378伊　勢　屋 22-5545田中屋本店

24-0560う い ろ う 22-4128だるま料理店

23-3818魚市場食堂 22-1547欄干橋ちん里う

22-1661江　　　嶋 22-5995露木木工所

22-6238小田原種秀本店 22-4657東  㐂  庵

23-1811小田原箱根商工会議所 22-2078鳥 か つ 楼

22-0251籠　　　清 24-5688菜　の　花

23-1807籠 常 商 店 22-6416箱根屋酒店

22-4328柏木美術鋳物研究所 24-7800小田原早川漁村

23-4741カネタ前田商店 22-5370平 井 書 店

20-4475甘味処　鎌　 倉 24-2479松崎屋陶器店

23-0721居酒屋 金  時 24-2233マツシタ靴店

22-5155食事処 幸　繁 23-0830丸        う

22-2912グリル 木の実 23-1126万 葉 の 湯

24-3161さがみ信用金庫 23-2342柳屋ベーカリー

24-2224志村屋米穀店 22-5637山市湯川商店

22-5051杉 兼 商 店 21-1137山　　　安

22-3520鈴木製餡所 20-0077Ｒ  Ｙ  Ｏ

22-2333鈴廣かまぼこ 【 50 音順 】


