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市
民
行
政
の
協
働
だ
か
ら
進
む

玉
縄
の
素
晴
し
さ
再
発
見
事
業

５
０
０
年
無
実
行
委
員
会

消
泉
女
学
院
で
発
会
式
開
催

玉
縄
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
人
任
せ

で
は
で
き
な
い
。
市
民
行
政
が
対
等

の
当
事
者
と
し
て
協
働
す
れ
ば
必
ず

で
き
る
。
ア」の
確
信
を
持
っ
て
当
会
は

鎌
倉
市
と
の
協
働
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
平
成
２
４
年
σ

０

１
２
）
秋
の
玉
縄
城
築
城
５
０
０
年
祭

の
た
め
の
実
行
委
員
会
が
１
１
月

２
２
日
に
発
足
し
鎌
倉

市

玉
縄

自
治
町
内
会
連
合
会
会
長
で
当
会

副
会
長
田
中
人
郎
氏
が
実
行
委
員

長
に
就
任
し
ま
す
。

今
後
は
自
町
連
と

一
体
と
な
っ
て

オ
ー
ル
玉
縄
の
皆
さ
ま
の
参
加
を

呼
び
か
け
、
ま
つ
り
の
実
施
に
向
け

て
前
進
し
ま
す
。

離
も
が
喜
べ
る
ま
ち
づ
く
リ
ヘ

玉
縄
峨
址
公
口
を
め
ざ
す

１
０
月
１
３
日
、
当
会
の
８
人
の
役

員
と
市
の
景
観
部
ほ
か
各
部
の
課
長

な
ど
７
人
で
「ま
ち
づ
く
り
協
働
」
の

会
議
を
行
い
ま
し
た
。
５
０
０
年
祭

記
念
事
業
と
し
て
玉
縄
城
址
周
辺

の
公
園
化
へ突
破
口
を
求
め
活
発
な

議
論
を
交
し
ま
し
た
。
ン」の
協
働
の

会
議
は
今
後
も
継
続
し
ま
す
。

当
会
は
す
で
に
七
曲
坂
の
整
備
、

市
の
ア
ダ
プ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
協
力

し
た
歴
史
の
道
の
清
掃
美
化
、
そ
し

て
「自
然
の
学
校
」
を
開
き
小
学
生

と

一
緒
に
花
の
首
を
植
え
る
活
動

な
ど
歴
史
の
道
の
景
観
づ
く
り
に

奉
仕
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
地
権
者

の
方

々
の

立
場
を
尊
重
し
、
市
民
の
願
い
に
も

叶
う
公
園
化
、
ま
ち
づ
く
り
の
在
り

方
を
協
働
の
知
恵
に
よ
つ
て
模
索
し

ま
す
。

玉
縄
ｌ
ｏ
ｏ
年
の
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
市
民
行
政
、
清
泉
女
学
院
な

ど
あ
ら
ゆ
る
方

々
と
の
協
働
を
め

ざ
し
て
参
り
ま
す
。

後
北
乗
の
玉
縄
再
発
見

１
６
世
紀
、
鎌
倉
の
主
役
は
「
後

北
条
の
玉
縄
」
で
し
た
。
そ
の
主
役
の

座
復
活
へ
向
け
、
失
わ
れ
よ
う
と
す

る
玉
縄
の
歴
史
と
自
然
の
魅
力
を

再
発
見
し
、
玉
縄
の
新
し
い
ま
ち
づ

く
り
の
出
発
点
と
し
た
い
―
そ
れ
が

当
会
の
進
め
る
「甦
れ
！
玉
縄
城
」

の
推
進
活
動
で
す
。

１
．
玉
縄
歴
史
ア
カ
デ
ミ
ア
連
続
セ

ミ
ナ
ー
で
は
次
々
に
玉
縄
の
素
晴
ら

し
さ
の
読
取
り
発
表
を
行
い
ま
し

た
。
衝
撃
的
な
陣
屋
坂
大
遺
構

（写
真
）
の
報
告
が
そ
の
一
つ
で
す
。

ま
た
協
働
に
よ
る
景
観
形
成
を

模
索
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
熱
の

こ
も
っ
た
活
動
を
進
め
て
い
ま
す
。

２
．
鎌
倉
市
文
化
財
課
と
共
催
で

玉
縄
学
習
セ
ン
タ
ー
郷
土
資
料
コ

ー
ナ
ー
の
企
画
展
示
を
開
始
し
ま

し
た
。

（
玉
縄
城
５
０
０
年
祭
へ
の
道
〉
シ
リ

ー
ズ
に
は
、
玉
縄
の
歴
史
の
厚
み
を

目
で
見
る
企
画
と
し
て
市
民
の
関
心

が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

３
．
龍
費
寺
と
市
と
当
会
の
協
働
で

龍
資
寺
民
俗
資
料
館
り
一互
―
ア
ル

事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
資
料
館
の

２
階
で
は
玉
縄
城
の
模
型
づ
く
り
も

始
ま
っ
て
お
り
、
年
内
に
は
完
成
さ

せ
て
お
披
露
目
す
る
予
定
で
す
。

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議
は

常
に
皆
さ
ま
と

一
緒
に
進
み
ま
す
。

本
丸
に
向
か
う
松
並
木
、
木
枠
の
上
水
道
、
大
池
の
水
際
の
玉
石
や
島
。
館
で
は

月
見
の
宴
も
開
か
れ
た
の
か
、
優
雅
な
武
将
の
暮
ら
し
を
街
彿
と
さ
せ
ま
す
。
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罰
副
副
嘲
郵
到
剤
到
瑚
劇
園
脚
到
瑚
熙
劉
郵
劇
副
醐
図
園
司
劇
郵
到
輿

清
泉
女
学
院
（聖
心
侍
女
修
連
会
）
戦
時
中
は
信
州
に
疎
開
し
て
い
ま
し
た
が
、

シ
ス
タ
ー

坂
本

淑
子
さ
ん

（さ
か
も
と

よ
し
こ
さ
ん
。峨
廻
）

―
玉
縄
に
学
校
を
建
て
た

経
緯
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
―

明
治
十
年
（１
８
７
７
）
に
ス
。ヘ
イ
ン

戦
後
米
軍
に
横
須
賀
の
校
地
（現
神
奈
川
　
一■

歯
科
大
学
敷
地
）
を
提
供
し
て
い
た
だ
き
　
一■

学
校
を
再
開
し
た
後
、
吉
田
茂
元
首
相
　
．一．

（娘
の
麻
生
和
子
さ
ん
（麻
生
前
首
相
の
　
一■

母
上
）
が
当
校
の
卒
業
生
）
の
力
添
え
も
あ
　
一一

つ
て
、
よ
り
教
育
に
相
応
し
い
場
と
し
て
横
　
一●

須
賀
か
ら
玉
縄
の
地
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
　

■

―
移
転
し
た
頃
（昭
和
三
十
人
年

（１
９

６
３
と
の
玉
縄
は
ど
ん
な
所
で
し
た
か
―

８
月
中
旬
の
暑
い
日
に
引
っ
越
し
て
き
た

の
で
す
が
、
初
め
て
見
た
校
舎
が
斬
新
な

レ
ン
ガ
造
り
で
び
つ
く
り
し
ま
し
た
。
ス
ペ
イ

ン
人
は
セ
ン
ス
が
良
い
と
感
心
し
た
の
を

憶
え
て
い
ま
す
。

ま
だ
栄
光
坂
の
道
は
無
か
っ
た
の
で
、

生
徒
は
大
船
駅
か
ら
藤
沢
行
き
の
バ
ス
に

乗
っ
て
植
木
で
降
り
、
陣
屋
坂
を
上
つ
て

裏
門
（
玉
縄
城
の
大
手
門
）
か
ら
学
校
に

入
っ
て
い
ま
し
た
。
グ
ラ
ン
ド
が
整
備
さ
れ

て
い
な
か
つ
た
の
で
そ
の
有
様
を
生
徒
は

「降
れ
ば
お
汁
粉
♪
、
乾
け
ば
黄
な
粉
♪
」

と
歌
を
作
つ
て
表
現
し
て
い
ま
し
た
。
（笑
）

田
谷
回
り
の
バ
ス
は
、
で
こ
ば
こ
道
で
よ
く

揺
れ
、
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
乗
客
み
ん
な
で

押
す
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

―
生
徒
の
皆
さ
ん
に
と
つ
て
玉
縄
に
学
校

が
あ
る
素
晴
ら
し
さ
は
何
で
し
ょ
う
か
―

授
業
中
に
ウ
グ
イ
ス
や
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
声

が
聴
ン」え
る
な
ど
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て

い
る
の
で
情
操
教
育
に
良
く
、
優
し
い
人
柄

) .(写真 :清設の

学校が建つ前の工縄城址 (写真 :清泉女学院提供)

北方のお花畑から見た城跡の背面。中央から左へつづくのは

本丸を田む高い土塁で、土塁とお花畑の間に大きい空堀があり
本丸跡をめぐっている。手前のすすき原はお花畑の一部

に
育
つ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
理
科
の
時
間

に
校
地
の
中
で
生
物
や
自
然
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
る
な
ん
て
本
当
に
恵
ま
れ
て
い
ま
克

ま
た
歴
史
の
勉
強
の
面
で
も
、
以
前
は

郷
土
研
究
部
が
あ
り
地
元
の
先
生
を
お
呼

び
し
地
域
の
勉
強
を
し
て
、
清
泉
祭
で
発

表
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
学
ん
だ

〃
玉
縄
城
の
歴
史
は
権
力
闘
争
も
無
く

地
元
の
民
と
共
に
あ
つ
た
血
生
臭
く
な
い

お
城
〃
と
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今
で
も
心
の
中

に
残
っ
て
い
ま
す
。

―
最
後
に
ひ
と
言
お
願
い
し
ま
す
―

学
校
と
し
て
は
地
域
に
開
か
れ
た
学
校

で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
が
、
行
事
な

ど
の
年
間
計
画
が
決
ま
つ
て
い
る
の
で
必
ず

し
も
ご
要
望
に
お
こ
た
え
出
来
な
ｒ

」
と

も
あ
り
残
念
で
す
。
　

（イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
）

五
代
玉
縄
城
主
北
条
左
衛
門
大
夫

氏
舜
（さ
え
も
ん
た
い
ふ

ンつ
じ
と
し
）
に
つ

い
て
は
文
書
の
残
存
率
が
低
く
、
不
明
な

事
が
多
い
。
父
の
四
代
氏
繁
は
玉
縄
衆
と

し
て
北
条
宗
家
の
領
上
拡
張
政
策
の
先
兵

と
し
て
活
躍
し
、
岩
付
城
（現
在
の
岩
槻
）

領
の
支
配
を
行
っ
た
り
、
天
正
五
年
（１
５

７
７
）
に
は
下
総
飯
沼
城
（茨
城
県
猿
島
郡

逆
井
）
を
築
き
、
常
陸
の
佐
竹
義
重
を

中
心
と
す
る
北
関
東
連
合
に
対
す
る
下

野
・常
陸
へ
の
最
前
線
基
地
と
し
た
り
し

た
。
＞」の
飯
沼
城
普
請
に
は
、
藤
沢
か
ら
森

杢
之
助
配
下
の
大
鋸
引
衆
（お
お
が
び
き

し
ゆ
う
）
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

佐
竹
十
九
代
義
重
は
元
亀
元
年
（１
５

７
１
）
５
月
下
総
岩
井
で
北
条
軍
２
万
の
兵

を
僅
か
５
千
の
兵
で
打
破
り
、
「鬼
佐
竹
」

「坂
東
太
郎
」
と
周
辺
の
諸
将
に
恐
れ
ら
れ

た
武
将
で
あ
る
。

天
正
五
年
（１
５
７
７
）
７
月
に
は
四
代

小
四
原
城
主
北
条
氏
政
が
小
田
原
よ
り

出
陣
し
佐
竹
勢
と
合
戦
す
る
が
勝
負
は
つ

か
ず
、
９
月
末
ま
で
在
陣
し
北
進
す
る
地

盤
を
固
め
た
。
翌
天
正
六
年
（１
５
７
８
）

正
月
に
は
越
後
の
上
杉
謙
信
が
佐
竹
氏
と

呼
応
し
て
出
陣
命
令
を
下
す
が
、
同
年
３

月
に
春
日
山
城
に
て
４
９
歳
で
死
去
す

る
。
そ
の
３
カ
月
後
の
６
月
１
３
日
に
は

氏
繁
も
飯
沼
城
に
て
４
３
歳
で
病
没
し
た
。
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“
私
の
幼
い
頃
の

想
い
出
”

田
中

八
郎

私
は
昭
和
九
年
（１
９
８
４
）
十
二
月
六

日
生
ま
れ
で
あ
り
ま
す
。

祖
父
は
大
船
町
役
場
の
収
入
役
・
町
会

議
員
を
歴
任
し
ま
し
た
が
、
封
建
的
な
家

で
お
風
呂
は

一
番
先
に
入
り
、
家
族
は
祖

父
が
入
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
入
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
会
議
等
で
帰
宅
が
遅
く
入
浴
し
な

か
つ
た
日
は
誰
も
入
ら
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
幼
い
私
は
母
の
言
い
つ
け
で
「お
じ
い
さ

ん
お
ぬ
る
く
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
湯
加
減
を

聞
き
に
行
き
、
履
物
も
直
し
に
行
っ
て
い
ま

し
た
。

私
の
家
で
は
夕
飯
が
早
く
て
夏
で
も
四

時
頃
で
近
所
の
家
で
は
ま
だ
働
い
て
い
る
時

分
で
し
た
。
昔
は
め
つ
た
に
自
動
車
が
通
ら

な
か
っ
た
の
で
県
道
で
野
球
全
三
角
ベ
ー
ス
）

を
し
て
遊
ん
だ
り
し
て
い
る
と
、
遠
く
か
ら

「は
ち
―
、
は
ち
―
」と
祖
父
が
呼
び
ま
す
。

私
は
ご
飯
に
味
噌
汁
を
か
け
た
も
の
を
食

べ
て
い
ま
し
た
。
他
に
お
か
ず
が
少
し
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
家
族

一
人

一
人
に
お
膳
が

あ
り
ま
し
た
が
祖
父
だ
け
は
高
い
お
膳
で

し
た
。
神
棚
か
ら
焼
酎
を
出
し
て
一
杯
つ
い

で
き
ゅ
っ
と
飲
む
と
す
ぐ
ご
飯
を
い
た
だ
い

て
い
ま
し
た
。
腰
越
か
ら
魚
を
売
り
に
来
て

い
ま
し
た
が
、
刺
身
が
好
き
で
良
く
買
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。

家
の
北
側
は
山
林
で
西
側
と
南
側
が

水
田
で
し
た
。
水
田
の
中
に
田
島
と
い
つ
て

三
ケ
所
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
畑
が
あ
り
ま
し
た

が
そ
こ
に
柿
の
木
が
植
え
て
あ
り
ま
し
た
。

柿
の
実
が
食
べ
頃
に
な
る
と
、
祖
父
が
外
庭

の
隅
に
あ
る
井
戸
水
（吹
き
上
げ
て
い
ま
し

た
）
で
洗
い
、
皮
を
む
い
て
食
べ
さ
せ
て
く
れ

ま
し
た
。
祖
父
は
私
が
と
て
も
か
わ
い
か
つ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
が
国
民
学
校
に
入
学
す
る
前
は
門
の

所
か
ら
東
海
道
線
を
Ｓ
Ｌ
が
走
る
の
が
見

え
ま
し
た
。
昔
は
線
路
の
と
こ
ろ
ま
で
全
部

水
田
で
し
た
。

大
船
駅
西
日
を
昔
は
表
駅
と
呼
ん
で
お

り
、
東
日
は
裏
駅
で
し
た
。
そ
の
表
駅
に
入

る
と
こ
ろ
に
大
き
な
扉
が
あ
り
ま
し
た
。
夜

遅
く
静
か
な
時
は
、
「大
船
、
大
船
―
」
と

い
う
ホ
ー
ム
の
列
車
発
着
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
の

声
が
家
ま
で
よ
く
聞
＞」え
ま
し
た
。

父
は
横
浜
市
の
官
谷
小
学
校
の
教
師
で

し
た
。
母
の
話
に
よ
る
と
生
徒
か
ら
大
変

慕
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
水
泳
が
得
意
で

し
た
が
私
は
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
残
念
で
す
。

祖
父
は
私
が
小
学
校

二
年
生
の
時
の

六
月

一
日
に
こ
の
世
を
去
り
、
同
じ
年
の

十

一
月

一
日
に
父
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。

母
は

一
年
？
つ
ち
に
大
切
な
人
を
二
人

も
亡
く
し
て
大
変
な
苦
労
を
し
ま
し
た
。

私
は
親
孝
行
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と

思
い
ま
し
た
。
母
は
私
の
後
姿
を
拝
む
よ
う

だ
と
言
い
ま
し
た
。
他
の
人
に
も
そ
う
言
っ

て
い
ま
し
た
。

私
は
父
が
亡
く
な
っ
て
悲
し
い
時
に
、
人

が
大
勢
来
ら
れ
る
の
で
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

今
考
え
て
み
る
と
恥
ず
か
し
く
て
＞」
ん
な

こ
と
は
で
え
ま
せ
ん
が
、
本
当
に
そ
う
で
し

た
。
現
在
の
小
学
校

一
二
一年
生
と
は
す
べ

て
に
お
い
て
雲
泥
の
差
が
あ
つ
た
と
思
い
ま

す
。

（玉
縄
自
治
町
内
会
連
合
会
会
長
）

昭
和
４
６
年
（「
９
７
０
）９
月
の
日
中
邸
（植
木
）

30代の頃の田中さん

こ
れ
ま
で
父
氏
繁
を
補
佐
し
て
い
た
嫡
男

氏
舜
は
、
祖
父
綱
成
が
玉
縄
城
に
て
健
在

で
あ
っ
た
た
め
飯
沼
城
主
に
据
え
ら
れ
る
。

氏
舜
に
は
後
の
六
代
玉
縄
城
主
氏
勝
と

直
重
，直
胤
・繁
広
と
で
つ
４
人
の
弟
と
妹

２
人
が
い
た
が
、
玉
縄
城
主
も
氏
舜
が
継

ぎ
、
天
正
八
年
（１
５
８
０
）
８
月
に
は
武
蔵

岩
付
城
の
城
代
に
就
任
。
飯
沼
城
は
氏
勝

が
城
主
と
な
る
。

氏
舜
文
書
は
天
正
五
年
～
八
年
に
限
ら

れ
ン」の
４
年
間
が
氏
舜
の
玉
縄
城
主
時
代

で
あ
る
と
現
在
は
見
ら
れ
て
い
る
。
次
の
玉

縄
城
主
と
な
る
氏
勝
の
初
見
文
書
は
天
正

十

一
年
（１
５
８
３
）
５
月
の
も
の
で
あ
り
、

天
正
八
年
か
ら
十

一
年
の
間
に
氏
舜
は
弟

の
氏
勝
に
家
督
を
譲
り
隠
居
も
し
く
は
病

没
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
氏
舜
死
去

年
月
日
、
墓
所
、
戒
名
等
は
伝
え
ら
れ
ず

玉
縄
北
条

一
族
の
中
で
も
不
明
な
点
が

多
く
、
子
供
の
存
在
も
不
明
で
あ
る
。

な
お
氏
舜
・氏
勝
の
末
弟
繁
広
は
鎌
倉

市
岩
瀬
の
大
長
寺
に
北
条
常
陸
介
新
左

衛
門
尉
繁
広
，慶
長
十
七
年
（１
６
１
２
）
６

月
８
日
没
・泰
清
院
殿
忘
雲
常
智
大
居
士

と
し
て
、
母
の
七
曲
殿
・祖
母
の
綱
成
室

大
頂
院
と
同
じ
廟
所
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

,ト
ーー、
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上
空
洋
り
見
た
岡
本

　

一二
谷
美
智
子
さ
ん
提
供

昭
和
４
５
年
９
月
１
７
日
撮
影

【ひ
と
言
】

大
船
観
音
か
ら
戸
部
橋
・
玉
縄
首
塚
方
面
の

航
空
写
真
で
す
。
既
に
観
音
さ
ま
の
下
か
ら
玉
縄

青
少
年
会
館
・栄
光
坂
方
面
へ
の
道
は
開
通
し
て
い

ま
す
が
、
柏
尾
川
に
架
か
る
２
つ
の
橋
が
今
と
は

違
っ
て
い
ま
す
。

右
側
の
富
岡
橋
は
観
音
さ
ま
の
真
下
で
は
な
く

少
し
下
流
に
架
か
っ
て
お
り
、
左
側
の
戸
部
橋
は

川
に
対
し
て
直
角
で
は
な
く
首
塚
の
方
に
向
か
っ

て
少
し
斜
め
に
架
か
っ
て
い
ま
す
。

今
の
清
泉
女
学
院
行
き
の
バ
ス
停
留
所
・駐
車

場
の
所
に
は
山
の
尾
根
が
伸
び
て
お
り
、
大
船
軒

前
の
Ｄ
Ｉ
Ｋ
マ
ン
シ
ヨ
ン
の
場
所
に
は
鎌
倉
ハ
ム
富
岡

商
会
の
工
場
が
建
っ
て
い
ま
す
。

「玉縄
'成

址まちづくり会盟」の活動

2009年 (平成21年度前半)

5/9初夏の探索会開催

関谷入 口～関谷原～地蔵堂

5/15旧石井家住宅でくるま座会議

玉縄民俗資料館事業の検討

6/1「 自然の学校」開催 玉縄小

8年生菊の苗を303本植付け

6/5～ 7NPOフェステバル展示と

「玉縄検定」クイズの開催

6/10「 玉縄再発見と発表事業」市

教育委員会に共催依頼提出

6/17玉縄学習センター郷土資料コーす
―企画展「玉縄つて何 ?」開始

6/20第 1回玉縄歴史アカデミア

『玉縄城の遺構を読む』開催
「玉縄の埋蔵文化財」玉林氏
「縄張り測量報告」大竹氏

7/11第 2回玉縄歴史アカデくア

「玉縄の自然の変遷」椎野氏
「市民緑地とは ?」市みどり課

8/17玉縄民俗資料館整備開始

8/23「 花壇クラブ」花の頒布会開催

9/1玉縄学習センター郷土資料コーナー

「玉縄城つて、なんだろう?」展示

9/12第3回 玉縄歴史アカデミア

「自然 景観 を活かす玉縄 のまち

づくり」市景観部、まちづくり政策部
「初めて明かす遺構の秘密」齋木氏

9/27滝山城・八王子城探索 日帰り
バスツアー開催。28名 参力日

9/28玉縄民俗資料館「資料名札

付け」実施 市文化財課参加

9/29清泉女学院と500年祭打合せ

10/5玉縄城大手門模型制作開始

10/13玉縄城址公園化協働の会議

市景観部他 7名 、当会8名 参加

10/21「 自然の学校」開催 関谷小

3年生チューリップ球根植付け

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

２

３

４

「
玉
縄
城
５
０
０
年
祭

実
行
委
員
会
」
発
会
式

□
１
１
月
２
２
日
（
日
）

□
清
泉
女
学
院
講
堂

□
発
会
式

１

３

【
０

０

～

１

８

【
３

０

□
清
泉
女
学
院
管
弦
楽
部
に

よ
る
音
楽
会

１

３

【
３

０

～

１

４

一
１

０

□
記
念
講
演
会

（
玉
縄
歴
史

ア
カ
デ
ミ
ア
第
４
回
）

「
後
北
条

一
族

の
戦
さ
と

暮
ら
し
」

鳥
居
和
郎
氏
（神
奈
川
県
立

歴
史
博
物
館
専
門
学
芸
員
）

１

４

一
２

５

～

１

５

中
０

０

ロ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
武
家

の
古
都
鎌
倉
に
『
後

北
条
が
遺
し
た
も
の
旨

伊
藤

一
美
氏
・鳥
居
和
郎
氏

山
口
博
氏
，真
鍋
淳
哉
氏

１

５

【
０

０

～

１

６

【
１

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９

〇

一１

２

３

４

玉
縄
歴
史
ア
カ
デ
ミ
ア
第
５
回

「
玉
縄
競
の
遺
構
を
読
む
」

□
「玉
縄
城
址
遺
構
の
検
証
」

小
林
康
幸
氏
（鎌
倉
市
文
化

財
課
係
長
）

□
１
月
１
６
日
（土
）

１

３

一
３

・０

～

□
玉
縄
学
習
セ
ン
タ
１
３
階

第
４
回
総
会

□
４
月
２
４
日
（土
）

１
３
【３
０
～
（予
定
）

□
玉
縄
交
流
セ
ン
タ
ー
（予
定
）

玉
縄
観
址
歴
史
の
道
七
由
坂

ア
ダ
プ
ト
（革
取
り
清
掃
）

□
毎
月
第
１
土
曜
日

９

【
０

０

～

１

１

”
０

０

七
出
坂
花
壇
ク
ラ
プ

□
毎
月
第
３
日
曜
日

９

一
〇

〇

～

１

１

”
０

０

平
成
２
２
年
度
会
貴
の
お
知
ら
せ

平
成
２
１
年
度
総
会
で
年
度
を

１
月
末
か
ら
３
月
末
ま
で
に
変

更
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
３
ヶ
月

間
の
会
費
（３
０
０
円
）
を
追
加

し
た
１
，
５
０
０
円
が
次
年
度
の

会
費
と
な
り
ま
す
。

早
め
の
納
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

“
郵
便
撮
智
口
座
番
号
”

０

０

２

５

０

１
７

１
１

１

４

８

２

４

玉
縄
城
址
ま
ち
づ
く
り
会
議

※
佳
所

。
氏
名

・
電
話
番

号
を

お
忘
れ
な
く
！


