
                                                                    

                                                    

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

    

こ
れ
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
行

政
に
市
民
が
「
や
っ
て
も
ら
う
」
も

の
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く

り
は
、
市
民
が
行
政
と
「
一
緒
に
つ

く
り
あ
げ
る
」
も
の
で
す
。 

 

ま
ち
づ
く
り
は
人
ま
か
せ
に
し
な

い
。
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
。
批
判

の
た
め
の
批
判
、
反
対
の
た
め
の
反

対
は
し
な
い
。
深
く
傾
聴
し
自
由

に
発
言
す
る
。
誰
も
が
立
場
や
利

害
を
越
え
当
事
者
と
し
て
「
協
働
」

を
追
求
し
、
ね
ば
り
強
く
相
互
互

恵
の
結
論
を
引
き
出
す
― 

こ
れ

を
会
員
ル
ー
ル
と
し
、
玉
縄
城
址

ま
ち
づ
く
り
会
議
は
「
市
民
と
行

政
と
の
協
働
」
に
よ
っ
て
「
玉
縄
城

５
０
０
年
祭
」
を
推
進
し
ま
す
。

「
玉
縄
城
址
公
園
づ
く
り
」
を
目 

 
         

 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

    

指
し
ま
す
。
会
員
、
賛
同
者
は 

１
１
８
名
を
超
え
ま
し
た
。 

   

８
０
０
年
の
鎌
倉
の
歴
史
に
呼

応
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
古
い

固
有
の
歴
史
と
文
化
を
今
日
に
つ

な
げ
て
き
た
玉
縄
。
そ
の
歴
史
と

地
勢
の
中
心
に
は
、
常
に
玉
縄
城

が
あ
り
ま
し
た
。
東
に
長
尾
台
、

西
に
柄
沢
、
南
に
は
柏
尾
川
、
北

に
東
海
道
と
広
大
な
城
域
を
ひ
ろ

げ
て
― 

玉
縄
城
址
は
玉
縄
の
ラ
ン
ド
マ

ー
ク
で
す
。 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

築
城
５
０
０
年

の
２
０
１
２
年
を

目
指
し
「
玉
縄
城

５
０
０
年
祭
」
の

基
本
構
想
を
進

め
て
い
ま

す

。

実
行
委
員
会
の

組

織

、
祭

典

の

「
５
０
０
年

祭

１
０
０
ア
イ
デ

ア
」
、
「
市
民
ア
ン

１
２
３
４
５
６
７
８
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市
民
・
行
政
の
「
協
働
」
で
進
め
る 

玉
縄
城
５
０
０
年
祭 

玉
縄
城
址
公
園 
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玉縄城大手門推定復元図 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４ 

   

６
月
よ
り
編
集
を
進
め
て
き

ま
し
た
『
玉
縄
城 

ま
ち
だ
よ
り

創
刊
号
』
を
お
届
け
し
ま
す
。

私
た
ち
の
会
は
、
玉
縄
の
地
に

先
祖
代
々
住
む
人
、
ち
ょ
っ
と

昔
か
ら
住
む
人
、
最
近
住
み 

始
め
た
人
、
住
ん
で
は
い
な
い
が

玉
縄
の
地
を
愛
す
る
人
が
、 

み
ん
な
で
夢
を
出
し
合
っ
て
、 

一
歩
一
歩
活
動
を
進
め
て
い
ま

す
。
本
紙
で
は
、
半
年
に
１
回
の

ペ
ー
ス
で
、
私
た
ち
の
「
知
り
た
い

こ
と
・
や
り
た
い
こ
と
」
「
玉
縄
の

昔
・
今
・
未
来
」
を
伝
え
て
行
き

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
】 

 

今
、
玉
縄
城
址
と
言

わ
れ
て
い
る
こ
の
写
真
の

地
は
、
私
が
子
供
の
頃

は
城
山
と
か
本
所
と

読
ん
で
い
ま
し
た
。
城
山

は
「
諏
訪
壇
」
の
山
を

指
し
、
本
所
は
城
の
屋

敷
跡
と
思
わ
れ
る
畑
を

言
い
ま
し
た
が
、
厳
密
に

区
別
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
ど
ち
ら
の
呼
び

方
で
も
、
城
跡
を
指
し

て
い
る
こ
と
に
は
違
い

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
の
城
山
の
南
西
の 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１ 

    

斜

面

に
は
椎
の
木
が

幾
本
も
あ
り
、
天
然
の

椎
茸
が
採
れ
ま
し
た
。 

こ
の
写

真

の
年

を

過
ぎ
る
頃
か
ら
畑
を
耕

作
す
る
人
も
無
く
な

り
、
雑
草
の
グ
ラ
ン
ド
に

変
身
し
て
文
字
通
り
草

野
球
の
広
場
に
な
り
ま

し
た
が
、
飛
ん
だ
ボ
ー
ル

探
し
に
１
０
分
～
２
０

分
中
断
す
る
の
が
毎
度

で
し
た
。 

今
は
大
き
く
変
貌
し

て
清
泉
女
学
院
の
グ
ラ

ン
ド
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４ 

   

第
２
回
探
索
会
の
お
誘
い 

□
日
時 

１
１
月
２
４
日
（
土
） 

１
３
：
３
０
～
１
６
：
３
０ 

（
１
３
：
０
０
集
合
） 

□
集
合
場
所 

玉
縄
学
習
セ
ン

タ
ー
２
階 

（
図
書
館
外
側
） 

 

「
玉
縄
昔
の
写
真
、
古
絵
図
、

武
者
絵
展
」
開
催
会
場 

□
参
加
無
料 

（
資
料
代
２
０
０
円
） 

□
問
合
せ
・
申
込
み 

（
電
話
） 

 

０
４
６
７-

４
６-

３
３
４
３
関
根 

 

０
４
６
７-

４
５-

７
４
１
１
荒
井 

 

第
２
回
総
会
と
セ
ミ
ナ
ー 

□
日
時 

１
月
２
６
日
（
土
） 

 

１
３
：
３
０
～ 

セ
ミ
ナ
ー 

 

１
５
：
３
０
～ 

総
会 

□
場
所 

玉
縄
学
習
セ
ン
タ
ー 

秋
の
玉
縄
城
址
周
辺

を
歩
く 

編 

集 

後 

記 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５ 

         

玉
縄
城
と
玉
縄
の
歴
史
を
学

び
、
ふ
る
さ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を

再
発
見
す
る
―
そ
れ
が
私
た
ち
の 

思
い
で
あ
り
、
連
続
歴
史
セ
ミ
ナ

ー
の
意
図
で
す
。
「
玉
縄
の
心
」
の

源
流
を
探
り
、
そ
れ
を
ま
ち
づ
く

り
の
力
に
し
て
、
多
く
の
市
民
と

協
働
に
つ
い
て
語
り
合
い
た
い
と
思

い
ま
す
。 

   

土
塁
の
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん

ど
形
を
留
め
て
い
な
い
玉
縄
城
を

ど
の
よ
う
に
「
見
え
る
形
」
に
す
べ

き
か
。
私
た
ち
は
玉
縄
城
の
古
絵

図
を
描
き
、
武
者
絵
を
描
き
、
将

来
的
に
は
Ｃ
Ｇ
化
し
て
い
く
「
映
像

に
よ
る
城
址
復
元
」
を
目
指
す
こ

と
に
し
ま
し
た
。
鎌
倉
市
観
光
情

報
の
超
目
玉
と
も
な
る
あ
た
ら
し

い
価
値
づ
く
り
へ
挑
戦
し
ま
す
。 

 

市
民
、
行
政
と
の
協
働
に
よ
る

あ
た
ら
し
い
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を

一
緒
に
は
じ
め
ま
せ
ん
か
。 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

玉
縄
城
址
は
玉
縄
の

ラ
ン
ド
マ
ー
ク 

あ
た
ら
し
い
玉
縄
の
年
、

２
０
１
２
年 

汗
か
き
奉
仕
は 

ま
ち 

づ
く
り 

【
環
境
整
備
部
会
】 

玉
縄
の
素
晴
ら
し
さ 

再
発
見 

【
歴
史
啓
発
部
会
】 

画
像
で
再
現
す
る 

玉
縄
城 

【
シ
ン
ボ
ル
部
会
】 

「玉縄城址まちづくり会議」の活動

２００６年（平成１８年） 

 7/ 1 荒井章が「市長への手紙」で協
働によるまちづくりを提言 

 7/28 市長から返書。さらに市長へ協
働による玉縄城址公園化を提
案 

 8/ 3 市長、教育長による清泉女学
院、諏訪壇、七曲坂の視察 

11/22 「玉縄城址周辺まちづくり推進
会議」発会式 

２００７年（平成１９年） 

 2/24 第１回総会 

第１回セミナー「玉縄城と小田
原北条氏」 

 3/ 3 第１回推進委員会。以後毎月
開催 

 3/ 4 第１回七曲坂草刈り奉仕 

 3/12 鎌倉市との情報交換会 

 3/31 第１回龍宝寺玉縄民俗資料
館清掃 

 4/10 第１回探索会「玉縄城址周
辺を歩く」 

 5/ 3 第２回七曲坂草刈り奉仕 

 5/10 鎌倉 NPO に加入 

 5/23 市長ふれあいトークで「５００
年祭と市民緑地公園化」に
市長が前向き発言 

      当会委員と市経営企画部、
文 化 財 課 、景 観 課 、みどり
課、道路整備課、観光課との
情報交換会 

 6/ 9 第２回セミナー「玉縄城築城
５００年」 

 6/16 第３回七曲坂草刈り奉仕 

 6/19 第２回龍宝寺玉縄民俗資料
館清掃 

 7/ 1 「玉縄城址まちづくり会議」へ
名称変更 

 7/ 9 バス停名称変更検討委員会

 7/21 第３回龍宝寺玉縄民俗資料
館清掃 

 8/ 2 市長ふれあい地域懇談会に
会長が参加 

 8/18 市議会玉縄市議団と懇談 

 8/28 市経営企画部と５００年祭、
玉縄城址公園化を協議 

 8/30 神奈川県緑政課と懇談 

 8/31 市景観部と玉縄城址公園化
を協議 

 9/8～10/2  ７回に渡り「七曲坂」
整地作業。延べ８０人参加 

10/ 1 玉縄城址歴史の道「七曲坂」
の里親となる鎌倉アダプト・
プログラム調印 

10/27 第３回セミナー「玉縄昔の暮
し」 

関
根 

肇
さ
ん 

昭
和
３
２
年
撮
影 

 

 

ケ
ー
ト
」
実

施

計

画

な

ど
、
市
長
、

行
政
担
当 

関
係
者
と
の
提
案
と
協
議
を
進
め

て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
２
０
１
２
年
「
玉
縄
城

址
公
園
」
の
実
現
を
め
ざ
し
、
基

本
構
想
を
進
め
て
い
ま
す
。
玉
縄

城
址
と
そ
の
歴
史
の
道
「
七
曲
坂
」

周
辺
を
対
象
に
、
提
案
と
準
備
作

業
に
入
っ
て
い
ま
す
。 

玉
縄
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
城
址

と
周
辺
緑
地
を
保
全
し
、
地
域
の

環
境
資
産
と
し
て
次
世
代
に
つ
な

ぐ
、
そ
の
た
め
の
行
動
を
起
こ
す

―
そ
れ
が
今
玉
縄
住
民
に
課
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
人
任
せ
に
し
て
い
た
ら
何
事

も
起
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
動
け

ば
、
何
か
が
動
き
出
し
ま
す
。 

   

私
た
ち
は
ま
ち
づ
く
り
構
想
と

と
も
に
奉
仕
活
動
を
大
切
に
し
て

い
ま
す
。
七
曲
坂
の
「
美
化
整
地
」

や
龍
宝
寺
の
「
清
掃
奉
仕
」
を
継

続
、
今
年
３
月
か
ら
１
３
回
を
数

え
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
の
原
点
は
、

汗
を
か
い
て
人
に
環
境
に
役
に
立

つ
歓
び
じ
ゃ
な
い
か
、
と
爽
快
な
実

感
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。 

１
２
３
４
５
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５

、 

会
費
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 

       ↑                ↑          ↑ 
左手奥に裏門跡 手前の畑が本丸跡 右手に石碑、諏訪壇 

 

 



                                                                    

                                                     

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

    

玉
縄
城
址
は
玉
縄
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ

り
、
誰
も
が
自
由
に
入
る
こ
と
の
で
き
る
公

園
の
建
設
が
待
た
れ
て
い
ま
す
。
難
攻
不

落
と
言
わ
れ
た
「
玉
縄
城
」
を
歴
史
の
中
に

埋
も
れ
さ
せ
た
ま
ま
に
す
る
わ
け
に
は
行

き
ま
せ
ん
。 

 

「
諏
訪
壇
跡
」
は
現
在
一
般
開
放
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
更
に
「
七
曲
坂
」
な
ど
歴
史
の

道
や
史
跡
を
荒
れ
た
ま
ま
放
置
し
て
い
れ

ば
、
や
が
て
宅
地
造
成
な
ど
の
波
に
さ
ら

さ
れ
て
荒
廃
し
て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

「
玉
縄
歴
史
の
会
」
を
中
心
に
玉
縄
城
の

歴
史
的
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
城

址
の
輪
郭
も
見
え
て
き
て
い
ま
す
。
土
塁

を
築
き
上
げ
、
そ
の
上
を
柵
で
囲
み
何
処

か
ら
見
て
も
よ
じ
登
る
こ
と
の
困
難
な
城 

 

宗
瑞
亡
き
後
に
氏
時
を
襲
っ
た
大
き
な

試
練
は
、
房
総
の
里
見
氏
の
来
襲
で
す
。 

 

大
永
六
年
（
１
５
２
６
年
）
、
里
見
氏
は
海

を
渡
り
三
浦
の
海
岸
か
ら
鎌
倉
に
乱
入
、

更
に
玉
縄
城
を
目
指
し
て
戸
部
川
（
現
在

の
柏
尾
川
）
に
到
り
ま
し
た
。
氏
時
は
大
船

の
甘
糟
氏
・
渡
内
の
福
原
氏
な
ど
土
着
の

侍
と
共
に
、
玉
縄
城
下
の
戸
部
橋
附
近
で

こ
れ
を
迎
え
撃
ち
、
撃
退
し
た
と
の
こ
と
で

す
。
こ
の
戦
で
は
双
方
に
多
く
の
死
者
が
で

て
、
玉
縄
側
も
甘
糟
氏
を
始
め
３
５
人
も

の
人
々
が
犠
牲
者
と
な
り
ま
し
た
。 

 

現
在
、
岡
本
の
戸
部
橋
際
に
、
玉
縄
首

塚
（
甘
糟
塚
と
も
い
う
）
が
あ
り
ま
す
。
こ

こ
は
、
こ
の
３
５
人
の
首
を
葬
り
、
併
せ
て

敵
味
方
双
方
の
死
者
の
霊
を
弔
う
た
め
に

設
け
ら
れ
た
所
で
あ
り
ま
す
。
碑
文
の
題

目
に
「
怨
親
平
等
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
そ
の
主
旨
が
汲
み
取
れ
ま
す
。 

 

こ
の
氏
時
を
初
代
と
す
る
歴
代
北
条
氏

は
、
小
田
原
北
条
氏
が
相
模
・
武
蔵
か
ら

そ
の
周
辺
へ
と
勢
力
を
拡
大
す
る
中
で
、

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
の
で
す
。 

        

(3)     玉縄城 まちだより ２00７年（平成１９年）１１月３日発行 創刊号 

“
玉
縄
と
私
” 

～
私
の
教
育
と
の
出
会
い
を
演
出
～ 

熊
代 

徳
彦 

          

七
曲
か
ら
関
谷
方
面
に
通
じ
る
辺
り
も

子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
、
理
科
や
社
会
科

の
時
間
に
は
実
地
観
察
に
訪
れ
た
も
の
で

し
た
。
陣
屋
坂
も
そ
の
コ
ー
ス
の
中
に
あ
り

ま
し
た
。
メ
ダ
カ
や
ク
チ
ボ
ソ
、
タ
ガ
メ
な

ど
今
で
は
宝
物
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

生
物
を
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
見
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
途
中
の
坂
道
で
は
、
石
礫
（
い

し
つ
ぶ
て
）
ら
し
い
も
の
を
見
つ
け
た
と
、
教

室
に
戻
っ
て
そ
の
昔
に
思
い
を
馳
せ
る
子
も

い
ま
し
た
。 

 

山
と
緑
、
水
と
小
川
、
田
ん
ぼ
と
生
物
、

子
ど
も
た
ち
の
元
気
な
笑
顔
、
自
然
の
宝

庫
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
玉
縄
小
学
校
時

代
を
一
人
の
教
師
と
し
て
、
あ
の
子
ど
も

た
ち
と
過
ご
す
こ
と
の
で
き
た
こ
と
を
誇

り
に
思
い
、
私
の
生
涯
の
宝
物
と
し
て
、
心

の
中
に
い
つ
ま
で
も
生
き
続
け
て
い
ま
す
。

私
の
教
育
の
原
点
は
、
「
玉
縄
」
に
あ
る
の
で

す
。 

（
鎌
倉
市
教
育
長
） 

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

 

私
が
教
職
に
就
い
た
の
は
昭
和
３
６
年
で

す
。
最
初
の
赴
任
校
が
、
当
時
、
木
造
校

舎
の
学
校
周
辺
を
田
ん
ぼ
で
囲
ま
れ
て
い

た
玉
縄
小
学
校
で
し
た
。
春
か
ら
夏
に
か

け
て
、
一
面
緑
の
稲
の
上
を
爽
や
か
な
風

が
吹
き
渡
り
、
秋
に
な
る
と
黄
色
に
染
ま
っ

た
稲
穂
が
、
そ
の
風
に
波
を
打
っ
て
揺
れ
動

き
、
刈
り
取
っ
た
あ
と
の
田
ん
ぼ
に
は
、
何

処
か
ら
か
純
白
の
コ
サ
ギ
が
数
羽
飛
来
し

て
き
て
は
餌
を
つ
い
ば
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の

光
景
は
未
だ
強
烈
に
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
、

記
憶
の
中
に
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。
高
学

年
を
受
け
持
つ
と
私
は
決
ま
っ
て
、
ま
だ
開

発
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
栄
光
の
山
や
玉
縄

城
址
の
山
に
児
童
た
ち
を
連
れ
て
行
っ
て

は
、
自
由
に
遊
ば
せ
て
や
り
ま
し
た
。
ほ
と

ん
ど
道
も
つ
い
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も

歩
か
せ
た
り
も
し
ま
し
た
。
男
の
子
も
女
の

子
も
大
喜
び
で
山
の
中
を
歩
き
回
っ
て
い
ま

し
た
。
雪
の
降
り
積
も
っ
た
翌
日
は
、
こ
の 

二 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

二
つ
の
山
に
登 

る
の
を
子
ど
も

た
ち
は
楽
し
み

に
し
て
い
ま
し

た
。
冒
険
心
を

沸
き
立
た
せ
た

の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。 

 

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
毎
月
第
４
土
曜
日
の
推
進
委
員
会
で
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

正
門
の
様
な
冠
木
門
（
か
ぶ
き
も
ん
）
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
ま
す 

   

故
郷
（
ふ
る
さ
と
）
は
住
む
者
の
心
を
豊

か
に
育
て
て
く
れ
る
所
で
す
。
玉
縄
に
移
り

住
ん
で
来
た
人
や
家
族
に
と
っ
て
も
故
郷

に
す
る
た
め
に
、
玉
縄
の
空
・
空
気
・
時
間
・

自
然
を
共
有
財
産
に
し
て
い
こ
う
と
「
玉
縄

城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議
」
が
発
足
し
て
か
ら

１
年
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 

玉
縄
城
を
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
す
る
私
た
ち 

の
運
動
は
「
協
働
」
を
中
心
に
し
て
い
ま
す
。 

「
玉
縄
城
址
公
園
」
を
皆
の
手
で
つ
く
る
こ

と
が
、
実
は
新
し
い
玉
縄
城
を
作
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
、
私
た
ち
は
気
づ
き
始
め

ま
し
た
。 

 

素
晴
ら
し
い
人
た
ち
の
住
む
ま
ち
玉
縄
を

共
有
財
産
と
し
て
、
「
玉
縄
城
址
公
園
づ
く

り
」
「
玉
縄
城
５
０
０
年
祭
」
を
進
め
て
行
き

ま
し
ょ
う
。 

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

 

い
た
も
の
で
す
。
大

手
門
は
清
泉
女
学

院
の
裏
門
付
近
に

あ
り
ま
し
た
。
今
は

埋
め
た
て
ら
れ
て

分
ら
な
い
状
態
で

す
。
礎
石
は
一
対

だ
っ
た
の
で
こ
れ
に

該
当
す
る
当
時
の

城
門
の
形
式
と
し

て
は
植
木
小
学
校

 

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

           

い
の
場
所
に
も
な
り
ま
す
。
既
に
地
権

者
の
ご
理
解
を
得
て
、
大
勢
の
方
々
の
協

力
で
、
荒
れ
放
題
だ
っ
た
低
雑
木
竹
類
等

の
伐
採
や
刈
取
り
に
取
り
組
み
、
花
壇
準

備
の
作
業
が
進
ん
で
い
ま
す
。
さ
ら
に
２
０

１
２
年
（
平
成
２
４
年
）
に
は
「
玉
縄
城
築
城

５
０
０
年
」
を
迎
え
ま
す
。
知
恵
と
汗
と

情
熱
で
「
城
作
り
」
に
取
り
組
み
ま
す
。 

  

関
東
の
戦
国
時
代
に
詳
し
い
人
な
ら
誰

も
が
知
っ
て
い
る
玉
縄
城
で
す
が
、
四
十
年

ほ
ど
前
に
清
泉
女
学
院
が
建
ち
、
そ
の
後

の
宅
地
造
成
と
マ
ン
シ
ョ
ン
開
発
の
た
め
に

城
址
は
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
こ
の
た
め
玉
縄
城
は
忘
れ
ら
れ
た
存

在
に
な
り
か
け
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
再
び

光
を
当
て
る
た
め
に
玉
縄
城
の
復
元
イ
メ

ー
ジ
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
前
頁
の
図
は

地
元
の
方
の
証
言
や
現
存
す
る
礎
石
、
そ

の
他
の
資
料
か
ら
大
手
門
の
復
元
図
を
描 

誰
で
も
入
れ
る
「
玉
縄
城
址
公
園
」 

―
協
働
の
手
法
で
築
き
上
げ
よ
う 

玉縄城 まちだより ２00７年（平成１９年）１１月３日発行 創刊号  (2) 

  

玉
縄
城
は
、
永
正
九
年
（
１
５
１
２
年
）

に
小
田
原
北
条
氏
の
祖
伊
勢
宗
瑞
（
通
称

北
条
早
雲
）
が
築
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
初
代
城
主
は
、
宗
瑞
の
次
男
北
条

左
馬
之
助
氏
時
で
す
。 

築
城
の
狙
い
は
、
相
模
制
覇
を
目
指
す

宗
瑞
が
、
相
模
の
豪
族
・
三
浦
氏
を
三
浦

に
追
い
や
っ
た
後
に
、
三
浦
氏
へ
の
援
軍
を

防
御
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。 

玉
縄
の
地
は
、
宗
瑞
の
相
模
制
覇
を
阻

止
し
よ
う
と
す
る
諸
勢
力
が
割
拠
す
る
北

相
模
や
、
武
蔵
そ
し
て
鎌
倉
か
ら
三
浦
へ
の

道
が
通
じ
る
交
通
の
要
衝
に
あ
っ
た
の
で

す
。
事
実
、
玉
縄
城
が
築
か
れ
て
間
も
な

く
、
食
料
不
足
と
な
っ
た
三
浦
・
新
井
城
の

三
浦
氏
を
援
護
し
よ
う
と
上
杉
軍
が
江
戸

城
か
ら
南
下
し
て
来
た
時
、
宗
瑞
は
玉
縄

城
北
方
で
城
を
背
に
し
て
迎
え
撃
ち
、
こ

れ
を
撃
退
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
後
、
玉
縄
城
を
拠
点
に
し
て
、
宗

瑞
は
三
浦
氏
を
滅
ぼ
し
て
、
念
願
で
あ
っ
た

相
模
を
ほ
ぼ
手
中
に
し
ま
し
た
。
こ
の
城
の

役
割
は
、
宗
瑞
の
長
子
氏
綱
の
代
に
な
っ
て

大
い
に
発
揮
さ
れ
る
の
で
す
。 

永
正
十
九
年
に
宗
瑞
が
他
界
し
た
後
、

城
主
の
氏
時
は
、
玉
縄
城
を
良
く
守
り
、

兄
の
小
田
原
北
条
氏
二
代
目
当
主
・
北
条

氏
綱
の
武
蔵
進
出
の
拠
点
と
し
て
の
役
割

を
十
分
果
た
し
ま
し
た
。 

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

      

七
曲
坂
の
美
化
奉
仕
で
集
ま
っ
た
大
量
の

帰
化
植
物
な
ど
の
処
理
に
つ
い
て
、
頭
を
抱

え
た
環
境
整
備
部
会
。
当
会
の
行
政
窓
口

に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
１
０
月
２
日
に
市
職

員
が
ト
ラ
ッ
ク
３
台
で
七
曲
坂
に
急
行
。 

会
員
と
一
緒
に
力
仕
事
を
し
た
ば
か
り

か
、
関
谷
・
今
泉
処
理
場
の
運
搬
ま
で
受
け

持
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。 

こ
れ
こ
そ
協
働
の
成
果
と
、
全
員
感
激
。 

 

鎌
倉
ア
ダ
プ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加 

 

〝
玉
縄
城
址 

歴
史
の
道
「
七
曲
坂
」
〟

の
美
化
奉
仕
を
当
会
が
“
道
の
里
親
”
と
な

っ
て
行
う
「
ア
ダ
プ
ト･

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
調
印

を
鎌
倉
市
と
１
０
月
１
日
に
行
い
ま
し
た
。 

 

市
内
で
５
番
目
の
調
印
で
、
当
会
で
は
、

毎
月
第
１
土
曜
日
、
９
時
か
ら
清
掃
活
動

を
行
っ
て
い
き
ま
す
。 

 
玉縄城大手門礎石 
(玉縄民俗資料館蔵) 

七曲坂の草刈りに精を出すメンバー達 

 
玉縄小学校時代の熊代さん 

協
働
な
ら
実
現
で
き
る 

玉
縄
城
址
公
園
づ
く
り
・

５
０
０
年
祭 

 
昭和４４年（１９６９年）頃の玉縄小学校 

（南側にあった正門から） 

「
玉
縄
城
の
復
元
」―
シ
ン
ボ
ル
創
作 

玉
縄
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
！ 

特
報 

行
政
と
の
協
働
も
や
れ
ば
で
き
る 

 

歴
史
シ
リ
ー
ズ 

１ 
 

玉
縄
北
条
氏
の
始
ま
り

 

の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

「
大
手
門
跡
」
へ
通

じ
る
「
七
曲
坂
」
周

辺
の
山
林
地
を
、

遊
歩
道
を
備
え
た

公
園
に
す
れ
ば
、

自
然
に
恵
ま
れ
子

ど
も
た
ち
の
遊
び

場
と
し
て
も
、
ま
た

地
域
の
人
々
が
自

由
に
散
策
で
き
る

憩 

玉
縄
城
址
の
位
置 

 

 

 


