
                                                                    

                                                    

 
 

 
 

 
 
 

 

   

そ
の
年
の
１
０
月
、
早
雲
は
玉

縄
城
を
築
き
ま
し
た
。
玉
縄
城

は
、
三
浦
半
島
か
ら
関
東
一
帯
を

攻
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
鎌
倉
の

地
を
守
る
た
め
に
最
適
な
玉
縄
の

「
龍
脈
」
の
中
心
に
築
か
れ
た
の
で

す
。
そ
し
て
早
雲
の
志
を
継
ぎ

八
幡
宮
を
再
建
し
鎌
倉
を
守
り

抜
い
た
の
は
「
玉
縄
衆
」
で
す
。 

 

黄
八
幡
の
旗
を
掲
げ
て
戦
い

天
下
無
双
と
い
わ
れ
た
三
代
北
条

綱
成
、
玉
縄
城
を
無
血
開
城
し

玉
縄
と
鎌
倉
を
荒
廃
か
ら
救
っ
た

六
代
北
条
氏
勝
な
ど
、
玉
縄
城
の

北
条
氏
の
事
蹟
と
魅
力
は
も
っ
と

再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
す
。 

 
 

 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

  

玉
縄
は
、
玉
縄
城
を
中
心
に
広

が
る
「
緑
と
歴
史
の
龍
脈
」
に
沿
っ

て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
玉
縄
と
い

う
ま
ち
の
生
命
線
は
玉
縄
の
山
の

緑
で
形
づ
く
ら
れ
た
龍
脈
で
す
。

玉
縄
の
「
龍
」
が
痩
せ
る
と
、
玉
縄

も
鎌
倉
も
痩
せ
て
し
ま
い
ま
す
。

 

鎌
倉
四
大
緑
地
と
し
て
も
世
界
遺

産
の
バ
ッ
フ
ァ
ー
ゾ
ー
ン
と
し
て
も
、

こ
の
龍
脈
全
体
を
乱
開
発
か
ら
守

り
次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
―
。
私
た
ち
が
め
ざ
す

「
玉
縄
城
址
公
園
」
は
、
大
き
な
目

標
へ
の
出
発
点
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議
は

１
月
の
第
２
回
総
会
で
「
玉
縄
城 

  

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

   

５
０
０
年
祭
」
準
備
委
員
会
を
発

足
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
記
念
事
業

と
し
て
「
玉
縄
城
址
公
園
」
を
推

進
す
る
方
針
を
決
め
ま
し
た
。
２

０
１
２
年
の
実
現
を
め
ざ
し
私
た

ち
は
一
斉
に
走
り
出
し
ま
し
た
。 

    

１
５
１
２
年
８
月
、
北
条
早
雲

（
伊
勢
宗
瑞
）
は
、
荒
廃
し
た
鎌
倉

八
幡
宮
の
再
建
を
誓
い
、
社
前
で

こ
う
詠
い
ま
し
た
。 

２００８年（平成２０年）５月４日発行 第２号 玉縄城 まちだより            (4) 

玉
縄
思
い
出
写
真
館 
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緑
と
歴
史
の
「
龍
脈
」
を
次
世
代
へ 

 
 

 
 

～
５
０
０
年
祭
準
備
委
員
会 

ス
タ
ー
ト
～ 

 

(1)     玉縄城 まちだより ２００８年（平成２０年）５月４日発行 第２号 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４ 

    

「
玉
縄
城
」
を
心
の
故
郷
と
し

て
子
供
た
ち
に
残
し
て
い
く
た

め
に
は
、
２
０
１
２
年
（
平
成
２
４

年
）
の
「
玉
縄
城
５
０
０
年
祭
」

を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
さ
ら
に
「
七
曲
坂
」
を
中
心

に
し
た
「
玉
縄
城
址
公
園
」
の
整

備
も
進
め
て
行
き
ま
す
。 

 

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議

で
は
平
成
２
０
年
度
に
「
会
員

１
，
０
０
０
名
」
運
動
を
展
開
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
会
員
の
皆

様
の
お
力
を
お
借
り
し
て
様
々

な
活
動
を
展
開
し
て
行
き
ま

す
。
「
玉
縄
城
址
周
辺
ウ
ォ
ー

ク
」
「
新
入
会
員
セ
ミ
ナ
ー
」
な

ど
の
企
画
が
目
白
押
し
で
す
。 

 

お
申
込
は
お
近
く
の
会
員
ま

た
は
郵
便
振
替
用
紙
を
利
用
し

て
直
接
お
願
い
し
ま
す
。
気
軽

に
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
あ
な

た
の
積
極
的
な
参
加
を
み
ん
な

で
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４ 

     

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１ 

        

【
ひ
と
言
】 

玉
縄
交
流
セ
ン
タ
ー

を
柏
尾
川
側
に
出
た
辺

り
に
、
元
の
富
岡
橋
が

架
か
っ
て
い
ま
し
た
。 

遠
く
に
見
え
る
戸
部
橋

も
、
当
時
は
木
の
橋
で

し
た
。
柏
尾
川
沿
い
に

は
、
桜
の
木
が
ず
っ
と 

植
え
ら
れ
て
お
り
、
春

に
は
沢
山
の
花
見
客
で

賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４ 

             

第
４
回
歴
史
セ
ミ
ナ
ー 

玉
縄
北
条
氏
を
考
え
る 

□
日
時 

６
月
２
９
日
（
日
） 

１
３
：
３
０
～
１
６
：
０
０ 

□
講
師 

伊
藤
一
美
氏 

□
場
所 

玉
縄
青
少
年
会
館 

 
 

 
 

 

３
階
（
先
着
１
０
０
名
） 

□
問
合
せ
・
申
込
み 

（
電
話
） 

 

０
４
６
７-

４
５-

７
４
１
１
荒
井 

  

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

  
玉
縄
城
５
０
０
年
祭
は
、
早
雲

に
始
ま
る
玉
縄
城
代
々
の
北
条
氏

を
祀
る
盛
大
な
ま
つ
り
に
し
た
い
。

そ
の
ま
つ
り
の
会
場
は
、
か
つ
て
の

玉
縄
城
の
七
曲
坂
と
太
鼓
や
ぐ

ら
周
辺
（
大
手
門
、
諏
訪
壇
も 

含
め
）
に
し
た
い
。
こ
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
描
き
な
が
ら
、
私
た
ち
は
い
ま

七
曲
坂
や
太
鼓
や
ぐ
ら
の 

整
備

奉
仕
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議
で

は
、
現
在
、
６
つ
の
部
会
で
多
く
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
中
。
こ
こ
は

自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
活
か
す

市
民
の
自
己
表
現
の
場
、
行
政
と

の
協
働
で
進
め
る
夢
の
実
現
工
房

で
す
。 

「玉縄城址まちづくり会議」の活動

２００７年（平成１９年） 

11/ 3 「アダプト・プログラム」による
七曲坂清掃。以後毎月開催

玉縄城まちだより創刊号発行

11/11 玉縄まつり初参加「お休み処
黄八幡」飲み物､苗等を販売

11/14 ＮＰＯ鎌倉から支援金を受領

11/22 鎌倉市経営企画部長と協議

11/23～25 玉縄学習センターフェ
スティバル初参加「玉縄今昔
写真､武者絵、古絵図展」 

11/24 第２回探索会「秋の玉縄城
址周辺（岡本・玉縄）を歩く」 

12/ 1 七曲坂縄張り測量、芋煮会 

12/ 6 七曲坂アダプト看板設置 

12/ 8 第１０回推進委員会（毎月） 

12/22 総会準備委員会 

12/28  市 経 営 企 画 部 ・ 景 観 部 ・
みどり課との５００年祭記念
城址公園化の情報交換 

２００８年（平成２０年） 

 1/11 市経営企画部と公園化協議

 1/20 玉縄地域新春のつどい参加

 1/26 第 ４ 回 市 民 参 加 セ ミ ナ ー
「鎌倉の自然と玉縄」 

第２回総会 

 1/31 市教育長とみどりの学校協議

 2/ 2 七曲坂２号地草刈り奉仕 

 2/ 6 ５００年祭準備委員会発足 

 2/19 市公園海浜課と太鼓やぐら
周辺探索会 

 2/24 七曲坂２号地草刈り奉仕 

 2/27 教育長と城址遺構調査協議

 3/ 1、8 七曲坂２号地草刈り奉仕

七曲尾根道を探索 

3/ 8 太鼓やぐら周辺縄張り測量 

 3/28 市長、教育長懇談。５００年
祭と城址公園の実施計画に
言及。城址遺構調査要請。
鎌倉こども風土記玉縄編の
改訂を了承。協働が本格化 

 3/29 第３回探索会「春の玉縄城
址周辺（諏訪壇他）を歩こう」
８１名参加、入会者多数  

（
旧
）
富
岡
橋
と
戸
部
橋 

霜
田
繁
男
さ
ん
の
父
君 

昭
和
初
期
撮
影 

年
会
費
１
，
２
０
０
円
払
込
の 

た
め
の
“
郵
便
振
替
口
座
番
号
” 

０
０
２
５
０-

７-

１
１
４
８
２
４ 

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議 

※
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を

お
忘
れ
な
く
！ 

会
員
拡
大
委
員
会 

か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「昔、玉縄に龍が  いたってホント？」 
「いや､今も棲んで     いるんです」 
昭和５８年      空撮の玉縄 
の写真         の上に 
フィルム         を重ねて 
緑の     山塊を 
マ    ジックで 
塗り         つぶして 
いく      と、 
龍の    かたち

．．．
 

が浮き彫りになって、  見 れ ば 見 る ほ ど 

龍に見えてくる、しかも龍の頭に<玉縄城本丸址>が

重なるから不思議  ・・・  玉縄はすっぽり龍の中、 
まさに緑

．
と歴史

．．
の「龍脈」なのです。 

国土画像情報（昭和５８年カラー空中写真）国土交通省 

鎌
倉
を
守
っ
た 

玉
縄
北
条
氏
の
再
評
価 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
設
立
１
０
周
年 

市
民
活
動
の
日
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

□
玉
縄
城
北
条
展(

古
写
真･

古
絵
図)･

活
動
報
告
パ
ネ
ル 

日
時 

５
月
２
０
日
（
火
）
～ 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

２
５
日
（
日
） 

１
０
：
０
０
～
１
７
：
０
０ 

□
鎌
倉
の
生
態
系
リ
レ
ー
ト
ー
ク 

日
時 

５
月
２
４
日
（
土
） 

１
０
：
３
０
～
１
２
：
０
０ 

□
会
場 

き
ら
ら
鎌
倉
生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
地
下
ギ
ャ
ラ
リ
ー 

 

城
址 

北 東海道 

南 柏尾川 

東 

長
尾
台 

西 

柄
沢 

「
枯
る
る
樹
に
又
花
の
木
を
植
そ
え

て
も
と
の
都
に
成
し
て
こ
そ
見
め
」 

玉 縄 



                                                                    

                                                      

   
       

二
代
玉
縄
城
主
北
条
為
昌
（
ほ
う
じ
ょ

う
た
め
ま
さ
）
は
、
二
代
小
田
原
城
主
北

条
氏
綱
の
子
で
永
正
十
七
年
（
１
５
２
０

年
）
生
ま
れ
仮
名
（
け
み
ょ
う
）
を
彦
九
郎

と
称
し
、
初
代
城
主
氏
時
の
死
後
、
天
文

元
年
（
１
５
３
２
年
）
に
わ
ず
か
十
二
歳
で

玉
縄
城
主
と
な
り
ま
し
た
。
為
昌
は
玉
縄

に
加
え
て
三
浦
郡
、
武
蔵
小
机
領
を
管
轄

し
、
相
模
川
東
部
か
ら
多
摩
川
ま
で
に
わ

た
る
広
い
地
域
を
支
配
し
ま
し
た
。
こ
の
当

時
、
北
条
領
は
江
戸
地
域
が
最
前
線
で
あ

っ
た
た
め
、
玉
縄
城
は
北
条
領
支
配
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。 

為
昌
は
幼
い
城
主
で
あ
っ
た
た
め
に
、
氏

綱
の
娘
婿
の
福
島
綱
成
（
く
し
ま
つ
な
し

げ
）
が
後
見
役
と
な
り
ま
し
た
。
為
昌
に
は

北
条
一
族
の
大
部
分
が
襲
名
し
て
い
る

「
氏
」
（
う
じ
）
の
通
字
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
は
為
昌
が
元
服
し
て
玉
縄
城
主
に
就

く
際
、
早
雲
の
い
と
こ
に
あ
た
る
大
道
寺
盛

昌
（
だ
い
ど
う
じ
も
り
ま
さ
。
の
ち
の
鎌
倉

代
官
）
が
烏
帽
子
親
に
な
り
、
自
分
の
名 

      

整
備
活
動
を
始
め
る
以
前
の
七
曲
坂

は
、
下
か
ら
の
入
口
が
ど
こ
か
ハ
ッ
キ
リ 

せ
ず
、
昼
な
お
薄
暗
く
、
カ
ミ
ヤ
ツ
デ
等
が

鬱
蒼
と
群
生
し
て
い
て
、
一
人
で
通
る
の
に

ち
ょ
っ
と
勇
気
の
い
る
淋
し
い
場
所
で
し
た
。 

 

玉
縄
城
の
遺
構
と
し
て
歴
史
的
に
由
緒

の
あ
る
こ
の
七
曲
坂
を
、
何
と
か
皆
が
親
し

め
る
場
所
に
し
た
い
と
の
願
い
か
ら
、
地
権

者
の
ご
諒
解
を
得
て
少
し
ず
つ
整
備
を
進

め
て
き
ま
し
た
。
大
勢
の
汗
水
流
し
て
の
労

力
結
集
で
、
荒
れ
放
題
だ
っ
た
低
雑
木
竹

類
が
刈
り
取
ら
れ
、
一
部
花
壇
等
も
で
き

て
、
明
る
い
親
し
み
の
持
て
る
場
所
に
変
貌 

の
一
字
「
昌
」
の
字
を
与
え
た
か
ら
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。 

為
昌
が
六
歳
で
あ
っ
た
大
永
六
年
（
１
５

２
６
年
）
に
、
安
房
の
里
見
氏
が
鎌
倉
に
侵

入
し
北
条
氏
の
軍
と
鶴
岡
八
幡
宮
の
付
近

に
お
い
て
戦
を
行
い
、
八
幡
宮
一
帯
が
兵

火
に
よ
り
焼
け
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
里
見
記
） 

鶴
岡
八
幡
宮
の
再
建
は
氏
綱
に
よ
り
天

文
二
年
（
１
５
３
３
年
）
に
始
ま
り
ま
し
た

が
、
『
快
元
僧
都
記
』
（
か
い
げ
ん
そ
う
ず

き
）
に
「
為
昌
彦
九
郎
殿
、
築
地
十
二
間

請
け
取
る
」
の
記
録
が
あ
り
、
為
昌
が
北
条

一
門
と
し
て
工
事
に
参
加
し
、
奈
良
、
京

都
、
伊
豆
、
鎌
倉
番
匠
等
と
一
緒
に
造
営

に
た
ず
さ
わ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

 

為
昌
は
、
天
文
四
年
（
１
５
３
５
年
）
甲
斐

山
中
合
戦
、
同
五
年
入
間
川
合
戦
な
ど

に
、
父
氏
綱
、
兄
氏
康
（
の
ち
の
三
代
小
田

原
城
主
）
、
叔
父
宗
哲
と
並
ん
で
一
軍
の

将
を
務
め
ま
し
た
。
同
六
年
（
１
５
３
７
年
）

七
月
に
は
扇
谷
上
杉
氏
の
武
蔵
河
越
城

（
川
越
市
）
を
攻
略
し
て
武
蔵
中
央
部
に

進
出
し
、
為
昌
が
城
代
と
な
り
ま
し
た
。 

 

為
昌
は
、
軍
事
、
外
交
、
行
政
の
あ
ら
ゆ

る
側
面
に
お
い
て
、
氏
綱
、
氏
康
父
子
を

支
え
る
存
在
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
天
文

十
一
年
（
１
５
４
２
年
）
五
月
三
日
に
弱
冠

二
十
三
歳
で
死
去
し
ま
し
た
。
為
昌
は
実

子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
、
北
条
綱
成

（
福
島
氏
。
く
し
ま
氏
）
が
養
子
と
な
っ
て

三
代
玉
縄
城
主
を
継
承
し
ま
し
た
。 

 

(3)     玉縄城 まちだより ２００８年（平成２０年）５月４日発行 第２号 

“
玉
縄
城
と
龍
寳
寺
” 

梅
田 

良
光 

           

し
た
が
い
ま
し
て
、
こ
の
度
の
有
志
の

方
々
に
よ
る
玉
縄
城
址
の
復
興
活
動
は
、

歴
代
城
主
を
は
じ
め
と
す
る
玉
縄
北
条
氏

一
族
の
菩
提
を
弔
う
意
味
で
も
、
非
常
に

意
義
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。 
 

私
た
ち
が
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
暮
ら
し
て

い
る
こ
の
地
は
、
か
つ
て
諸
国
に
勇
名
を

馳
せ
た
玉
縄
北
条
氏
の
居
城
（
玉
縄
城
）
の

お
膝
元
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と

が
、
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
誇
り
に
思
え
る

よ
う
な
ま
ち
づ
く
り
は
、
私
た
ち
に
郷
土

愛
を
芽
生
え
さ
せ
、
地
域
と
自
分
と
の
つ

な
が
り
を
思
い
出
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
る

で
し
ょ
う
。
特
に
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
の

健
や
か
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
（
自
己
基

盤
）
確
立
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
、

期
待
し
て
い
ま
す
。 

 

（
曹
洞
宗 

陽
谷
山 

龍
寳
寺
住
職
） 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９ 

龍
寳
寺
（
龍
宝
寺
、
り
ゅ
う
ほ
う
じ
）
の

開
山
（
初
代
住
職
の
こ
と
）
は
、
泰
絮
宗
榮

大
和
尚
で
す
。
開
基
（
寺
を
創
建
し
た
方
の

こ
と
）
は
、
四
代
玉
縄
城
主
北
条
氏
勝
※

で
室
町
時
代
後
期
（
１
５
７
５
年
）
に
玉
縄

城
主
の
菩
提
寺
と
し
て
現
在
地
に
建
立
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
地
に
移
さ
れ
る
前
は
、
龍
寳
寺
の

前
身
と
し
て
香
花
院
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
そ

の
間
も
合
わ
せ
ま
す
と
、
龍
寳
寺
は
お
よ

そ
五
百
年
の
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

一
般
的
に
開
基
様
と
い
う
の
は
、
お
寺

に
と
っ
て
は
開
山
様
に
次
い
で
篤
く
敬
わ
れ

ま
す
が
、
龍
寳
寺
で
も
古
来
よ
り
、
北
条

綱
成
〔
龍
寳
寺
の
前
身
を
創
建
〕
を
は
じ
め

歴
代
の
玉
縄
城
主
を
手
厚
く
供
養
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。 

（
編
集
注
※
五
代
や
六
代
と
の
説
も
あ
り
） 

汗 

か 

き 

・ 

知 

恵 

出 

し 

・ 

声 

援 

で 

「
玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議
」 
に 
参 
加 

し 

ま 

せ 

ん 

か 

。 

                
 

築
城
５
０
０
年
を
機
に
玉
縄
城
の
復
元

は
で
き
な
い
も
の
か
―
私
た
ち
は
、
古
絵
図

の
制
作
や
、
大
手
門
・
土
塀
・
太
鼓
や
ぐ
ら

な
ど
の
復
元
ス
ケ
ッ
チ
を
通
じ
て
、
玉
縄
城

を
誰
も
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
形
で

復
元
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
専
門

の
技
術
を
持
つ
大
学
と
協
働
し
て
の
、
Ｃ
Ｇ

映
像
に
よ
る
玉
縄
城
の
詳
細
な
復
元
も

計
画
し
て
い
ま
す
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、

七
曲
坂
周
辺
の
縄
張
り
（
測
量
）
を
始
め
て

い
ま
す
。 

 

ま
た
、
玉
縄
城
主
と
し
て
最
も
勇
名
を

轟
か
せ
た
三
代
北
条
綱
成
（
つ
な
し
げ
）
の

旗
で
あ
る
「
黄
八
幡
」
を
、
現
代
の
玉
縄
城

址
に
も
は
た
め
か
そ
う
と
、
私
た
ち
の
活
動

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
黄
八
幡
旗
」
の
制
作
も

計
画
し
て
い
ま
す
。 

           

し
て
き
て
い
ま
す
。
将
来
こ
の
場
所
を
、
昔

か
ら
の
自
然
と
歴
史
的
遺
構
が
残
さ
れ
た

市
民
が
憩
え
る
公
園
の
一
部
に
出
来
れ
ば

と
切
望
し
な
が
ら
、
更
に
着
実
に
、
整
備

活
動
を
進
め
て
行
き
ま
す
。
皆
様
、
ぜ
ひ

一
度
七
曲
坂
を
訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

「
玉
縄
城
址
公
園
」
実
現
に
向
け
て 

―
そ
の
一
部
と
し
て
の
七
曲
坂

周
辺
の
整
備
を
進
め
よ
う
！ 

玉縄城 まちだより ２００８年（平成２０年）５月４日発行 第２号  (2) 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９ 

              

玉
縄
に
は
、
諏
訪
壇
・
太
鼓
や
ぐ
ら
・ 

七
曲
尾
根
の
切
岸
な
ど
、
玉
縄
城
の
遺
構

が
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を

地
域
の
共
有
財
産
と
し
て
受
け
継
い
で
行

く
た
め
に
は
、
大
人
も
子
供
も
こ
の
土
地
の

歴
史
を
知
り
、
故
郷
（
ふ
る
さ
と
）
と
し
て

愛
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

私
た
ち
は
、
玉
縄
と
玉
縄
城
の
素
晴
ら

し
さ
を
地
域
住
民
の
み
ん
な
で
再
発
見
し

よ
う
と
、
「
市
民
参
加
の
歴
史
セ
ミ
ナ
ー
」

を
連
続
開
催
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
市
民

参
加
の
玉
縄
城
址
周
辺
探
索
会
」
も
実
施

し
て
い
ま
す
。
親
子
で
読
む
『
入
門
、
玉
縄

の
歴
史
』
の
制
作
も
検
討
し
て
い
ま
す
。 

玉
縄
城
５
０
０
年
に
向
け
て
、
歴
史 

啓
発
部
会
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
に
、
ぜ
ひ
ご 

参
加
く
だ
さ
い
。 

 

 
昭和２６年（１９５１年）に焼失する前の本堂の絵図 

玉
縄
城
の
復
元
を 

目
に
見
え
る
形
で 

 

 

歴
史
シ
リ
ー
ズ 

２ 
 

玉
縄
城
主 

北
条
為
昌 

 
 

 
 

 

 

 
 

み
ん
な
で
知
る 

玉
縄
の
歴
史
・
素
晴
ら
し
さ 

草刈り奉仕ですっかりきれいになった七曲坂 

七
曲
尾
根
に
あ
る
玉
縄
城
の
遺
構
（
切
岸
） 

前 

２００８年３月 

２００７年３月 

縄
張
り
（
測
量
）
の
様
子 

 

 


