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ぬ
り
ま
の
文
化
財

￥

練馬区教育委員会

生　涯　学　習　課

（文　化　財　係）

℡3　9　9　3　－1111

〒17　6　－　8　5　01

練馬区豊玉北6－12－1

平
成
十
年
度
指
定
・
登
録
文
化
財
決
ま
る
！

区
で
は
、
昭
和
六
一
年
一
〇
月
に
文
化
財
保

護
条
例
を
施
行
し
、
か
け
が
え
の
な
い
文
化
財

の
保
護
・
活
用
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
平

成
一
〇
年
度
も
文
化
財
保
護
審
議
会
の
意
見
に

基
づ
き
、
教
育
委
員
会
で
次
の
八
件
を
新
た
に

指
定
・
登
録
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
一
月
二

〇
日
告
示
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
で
条
例
に
基
づ

く
指
定
文
化
財
は
三
〇
件
、
登
録
文
化
財
は
一

二
一
件
に
な
り
ま
し
た
。

＜
指
定
文
化
財
＞

◎
閣
魔
・
十
王
像
と
檀
撃
睡
（
有
形
文
化
財
、

大
泉
町
六
1
二
四
教
学
院
）

◎
千
川
家
文
書
（
有
形
文
化
財
、
郷
土
資
料

室
）

◎
丸
山
東
遺
跡
出
土
の
木
製
品
（
有
形
文
化
財
、

郷
土
資
料
仮
設
収
蔵
庫
）

＜
登
録
文
化
財
∨

◎
八
幡
神
社
の
本
殿
（
有
形
文
化
財
、
中
村
南

三
－
二
－
一
）

◎
北
町
の
仁
王
像
（
有
形
文
化
財
、
北
町
二
－

三
八
北
町
観
音
堂
）

◎
長
谷
川
家
文
書
（
有
形
文
化
財
、
春
日
町
三

1
二
九
）

◎
棒
屋
資
料
（
有
形
民
俗
文
化
財
、
郷
土
資
料

仮
設
収
蔵
庫
）

◎
光
伝
寺
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
（
天
然
記
念
物
、
氷

川
台
三
－
二
四
）

丸山乗遺跡出土の木製品

闇魔・十王像と橙撃瞳
（写真は軽挙瞳）

長谷川家文書

東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
参
加
事
業

「
石
神
井
城
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

東
京
都
教
育
委
員
会
賞
に
輝
く
！

昨
年
一
一
月
一
四
日
に
石
神
井
公
園
内
、
石

神
井
城
跡
で
開
催
し
た
区
の
事
業
「
石
神
井
城

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
東
京
都
教
育
委
員
会
か
ら
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

表
彰
式
は
、
さ
る
三
月
二
六
日
に
都
庁
で
行

わ
れ
、
賞
状
と
楯
が
東
京
都
教
育
委
員
会
か
ら

贈
ら
れ
ま
し
た
。
受
賞
理
由
は
、
発
掘
調
査
員

を
区
民
か
ら
募
り
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
た
点

が
独
創
的
で
あ
り
、
パ
ネ
ル
展
示
の
た
め
講
習

な
ど
に
よ
り
文
化
財
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し

た
こ
と
、
当
日
八
千
人
の
参
加
者
が
あ
り
、
反

響
が
大
き
か
っ
た
ば
か
り
か
翌
年
度
以
降
に
も

繋
が
る
事
業
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
ご
協
力
い
た
だ

い
た
区
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
心
か
ら

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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文
　
化
　
財
　
を
　
守
　
る

と

　

い

　

う

　

こ

　

と

昨
年
秋
に
開
催
し
た
「
石
神
井
城
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
で
は
約
八
千
人
の
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
。

城
跡
保
護
の
た
め
に
日
ご
ろ
立
ち
入
る
こ
と
が

出
来
な
い
地
域
を
公
開
す
る
と
と
も
に
、
区
民

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
や
自
然
保
護
団
体
な
ど
の

ご
尽
力
で
、
展
示
会
や
野
鳥
観
察
会
な
ど
も
実

施
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
当
日
の
状
況
は

『
ね
り
ま
の
文
化
財
』
第
四
一
・
四
二
合
併

号
（
平
成
二
年
一
月
）
　
で
報
告
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
こ
の
事
業
を
実
施
す
る

に
あ
た
っ
て
の
文
化
財
保
護
推
進
の
考
え
方
を

紹
介
し
、
皆
さ
ん
に
文
化
財
を
守
る
こ
と
の
意

義
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

○
文
化
財
は
ま
ち
の
宝
物

昨
年
、
奈
良
県
の
室
生
寺
五
重
塔
が
暴
風
雨

に
よ
り
倒
れ
て
き
た
樹
木
に
よ
っ
て
破
損
し
ま

し
た
。
そ
の
姿
を
テ
レ
ビ
な
ど
で
ご
覧
に
な
っ

た
方
は
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

特
に
破
損
前
の
重
厚
な
姿
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ

と
の
あ
る
方
は
そ
の
無
残
な
姿
を
見
て
、
心
を

傷
め
、
元
の
姿
に
復
旧
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た

方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
私
た
ち
は
日

常
生
活
か
ら
抜
け
出
て
旅
行
に
出
掛
け
、
心
身

の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
し
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
景

色
や
そ
の
土
地
の
悠
久
な
歴
史
な
ど
に
触
れ
、

心
地
よ
い
感
動
が
呼
び
起
こ
さ
れ
ま
す
。

前
者
は
、
学
術
的
な
価
値
を
知
っ
て
い
る
か

は
と
も
か
く
と
し
て
、
国
宝
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
文
化
財
で
あ
り
、
大
切
な
国
の
財
産

と
し
て
大
多
数
の
人
び
と
が
認
め
て
い
る
と
い

う
事
例
で
し
ょ
う
。
後
者
は
文
化
財
と
し
て
の

意
識
よ
り
も
、
素
晴
ら
し
い
も
の
を
見
る
、
触

れ
る
、
感
じ
る
と
い
う
能
動
的
な
行
為
に
よ
っ

て
、
知
ら
な
い
う
ち
に
文
化
財
の
価
値
を
利
用

し
て
い
る
事
例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

皆
さ
ん
に
は
ふ
る
さ
と
と
呼
べ
る
ま
ち
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
の
ま
ち
を
誇
る
時
、
何
を
誇

り
に
す
る
で
し
ょ
う
か
。
景
観
、
特
産
品
な
ど

と
と
も
に
、
歴
史
や
民
俗
に
関
わ
る
文
化
財
を

誇
り
と
す
る
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

文
化
財
を
保
護
す
る
こ
と
が
何
の
役
に
た
っ

て
い
る
の
か
を
尋
ね
ら
れ
た
時
、
「
温
故
知

新
」
古
き
を
た
ず
ね
て
新
し
き
を
知
る
た
め
、

そ
の
た
め
に
は
失
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
、
と

い
う
話
を
し
ま
す
。
確
か
に
、
過
去
の
歴
史
や

生
活
を
探
究
し
、
現
在
の
私
た
ち
の
生
活
に
役

立
っ
て
い
る
こ
と
も
多
く
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ

れ
だ
け
が
、
文
化
財
が
持
つ
価
値
で
は
無
く
、

価
値
観
が
多
様
化
し
た
現
代
に
あ
っ
て
は
、
ふ

る
さ
と
意
識
を
形
成
す
る
大
切
な
資
源
と
し
て

の
価
値
観
も
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
例
え
ば
ま
ち
に
古
墳
が
あ
り
、
そ

れ
を
立
派
に
整
備
し
て
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
す

る
。
そ
し
て
、
ま
ち
の
誇
り
と
し
て
大
切
に
さ

れ
る
。
青
森
県
で
は
三
内
丸
山
遺
跡
が
発
掘
さ

れ
、
皆
さ
ん
も
縄
文
時
代
観
を
新
た
に
さ
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ
の
遺
跡
も
保
存
が
決
ま

り
、
観
光
資
源
と
し
て
多
く
の
見
学
者
を
集
め
、

地
域
の
誇
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

学
術
的
な
価
値
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
、
文

化
財
を
守
る
意
識
が
醸
成
、
普
及
さ
れ
る
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
学
術
的
価

値
の
理
解
＝
文
化
財
保
護
意
識
の
普
及
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
学
術
的
価
値
理
解
の
後
に
、
現
代

社
会
に
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
の

理
解
を
経
て
、
そ
の
文
化
財
を
守
る
価
値
観
が

生
ま
れ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
次
の
世
代
に

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
宝
物

で
あ
る
と
の
共
通
の
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き

て
初
め
て
、
本
当
の
意
味
で
の
文
化
財
保
護
と

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
文
化
財
を
活
用
す
る
と
い
う
こ
と

明
治
三
〇
年
の
「
古
社
寺
保
存
法
」
、
昭
和

四
年
の
「
国
宝
保
存
法
」
な
ど
戦
前
の
文
化
財

保
護
は
国
策
に
基
づ
い
て
民
族
意
識
の
高
揚
を

企
図
し
て
制
定
さ
れ
た
部
分
も
あ
り
、
監
守
の

義
務
な
ど
の
規
制
が
あ
り
ま
し
た
。
畏
怖
の
念

を
も
っ
て
崇
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
扱

い
を
し
た
結
果
、
国
民
が
常
に
観
覧
し
た
り
、

触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
と
し
て
の
地
位

が
確
立
し
て
い
き
ま
し
た
。
戦
後
「
文
化
財
保

護
法
」
が
成
立
し
て
か
ら
も
文
化
財
指
定
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
は
保
存
が
第
一
義
に
推
進
さ

れ
て
き
た
経
緯
も
あ
り
ま
す
。
結
果
と
し
て
市

民
と
文
化
財
と
の
距
離
が
隔
た
り
、
価
値
萱
享

受
す
る
方
策
が
狭
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
も
の
」
を
保
存
す

る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
保
護
の
手
段
で
す
が
、

別
の
面
で
は
文
化
財
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
文
化
財
を
保
護
す
る
意
識
が
生
ま
れ
て
き

ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
利
用
形
態
に

対
応
出
来
る
維
持
管
理
が
望
ま
れ
る
訳
で
す
が
、

も
の
に
よ
っ
て
は
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損

壊
し
て
い
く
文
化
財
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

最
近
の
保
護
管
理
で
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
活
用

面
を
考
慮
し
た
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
は
博
物
館
な
ど
に
行
か
れ
る
機
会
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
博
物
館
は
文
化
財
の
宝
庫

で
も
あ
り
、
従
来
は
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
大
切
に

保
管
さ
れ
て
い
る
「
も
の
」
を
見
せ
て
も
ら
い

に
行
く
と
い
う
感
覚
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

最
近
で
は
「
お
も
し
ろ
い
も
の
を
つ
く
れ
。
し

か
し
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
を
つ
く
る
な
し
と
い

う
監
修
者
の
指
示
も
あ
っ
て
建
て
ら
れ
た
江
戸

東
京
博
物
館
な
ど
、
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
工
夫

が
随
所
に
あ
る
施
設
が
多
く
な
っ
た
と
感
じ
て

い
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
。
学
習
意
識
を

も
た
な
く
て
も
、
楽
し
ん
で
感
動
す
る
と
い
う
、

利
用
者
の
意
識
の
変
革
が
こ
れ
か
ら
は
起
こ
っ

て
く
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
石
神
井
城
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

《
「
石
神
井
城
と
自
然
」
を
ふ
る
さ
と
ね
り
ま

の
誇
り
に
！
》
の
意
味
を
考
え
て
み
て
下
さ
い
。

皆
さ
ん
の
力
で
私
た
ち
の
ま
ち
が
「
ふ
る
さ
と

ね
り
ま
」
と
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

2
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郷
土
の
歴
史
に
関
す
る
本
の
紹
介

石
神
井
城
跡
の
発
掘
調
査
か
ら

土
塁
か
ら
出
土
し
た
常
滑
焼
の
嚢

郷
土
の
歴
史
に
関
す
る
本
が
寄
贈
さ
れ
ま
し

た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。
な
お
、
両
書
と
も
区

立
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

『
武
蔵
国
上
練
馬
村
　
名
主
・
長
谷
川
家
の
歴

史
』
　
（
長
谷
川
恒
範
発
行
）

長
谷
川
家
は
江
戸
時
代
に
上
練
馬
村
（
現
在

の
田
柄
・
春
日
町
・
向
山
・
貫
井
・
高
松
・
光

が
丘
）
の
名
主
を
代
々
勤
め
、
苗
字
帯
刀
を
許

さ
れ
た
家
柄
で
す
。
本
書
は
、
長
谷
川
家
の
歴

史
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。
明
治
、
大
正
、

昭
和
の
長
谷
川
家
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
一
年

に
書
か
れ
た
先
々
代
当
主
長
谷
川
光
範
氏
の
自

叙
伝
が
影
印
さ
れ
、
当
時
の
長
谷
川
家
の
状
況

が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
当
主
長
谷
川
恒
範

氏
を
は
じ
め
家
族
、
親
類
の
皆
さ
ん
か
ら
の
寄

稿
も
あ
り
、
各
人
の
長
谷
川
家
に
対
す
る
思
い

の
深
さ
が
窺
わ
れ
ま
す
。

本
書
の
編
集
に
あ
た
り
、
こ
の
作
業
が
長
谷

川
家
個
人
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
生
活

や
社
会
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
名
主
と
し
て

地
域
に
深
く
関
わ
っ
た
当
家
の
役
割
で
あ
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
針
の
通
り
本
書

は
、
当
家
と
地
域
の
関
わ
り
も
考
慮
し
上
練
馬

村
の
歴
史
に
つ
い
て
も
記
し
て
お
り
、
郷
土
の

史
料
と
し
て
も
興
味
深
い
情
報
を
提
供
し
て
い

ま
す
。
な
お
、
原
史
料
と
な
っ
た
長
谷
川
家
文

書
は
平
成
一
〇
年
度
に
区
文
化
財
に
登
録
さ
れ

ま
し
た
。

『
練
馬
高
野
台
　
長
命
寺
考
』
　
（
増
島
忠
之
助

著
、
人
間
舎
）

長
命
寺
（
高
野
台
三
－
一
〇
⊥
二
）
は
、
区

指
定
文
化
財
の
長
命
寺
仁
王
門
・
長
命
寺
の
梵

鐘
な
ど
の
文
化
財
が
あ
る
古
利
で
す
。
本
書
刊

行
の
目
的
は
、
長
命
寺
の
「
宝
物
で
あ
る
史
跡

や
文
化
遺
産
を
、
寺
の
檀
家
で
あ
る
と
か
信
徒

で
あ
る
と
か
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
々
の
共

有
の
財
産
と
し
て
、
後
世
に
伝
え
残
し
て
ゆ
く

こ
と
し
に
あ
る
と
し
て
、
長
命
寺
や
増
島
家
、

石
神
井
の
歴
史
を
詳
述
し
て
い
ま
す
。
本
書
の

中
心
を
な
す
増
島
家
の
出
自
と
長
命
寺
の
草
創

に
関
す
る
部
分
は
、
「
そ
の
時
代
々
々
の
事
件

に
関
わ
っ
た
人
達
を
心
理
的
な
面
か
ら
探
究
し

て
み
る
」
と
い
う
著
者
の
執
筆
方
針
か
ら
物
語

風
の
記
述
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
秋
に
、
区
民
参
加
に
よ
る
石
神
井
城
跡

の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
は
土
塁
の
一

部
と
堀
の
一
部
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
多

様
な
遺
物
が
出
土
し
た
。
遺
物
は
、
常
滑
焼
や

染
付
け
な
ど
の
陶
磁
器
破
片
、
寛
永
通
宝
、
板

碑
に
使
わ
れ
る
緑
泥
片
岩
（
秩
父
の
青
石
）
、

縄
文
土
器
な
ど
が
出
土
し
た
。
こ
の
う
ち
、
常

滑
焼
の
窪
の
底
部
破
片
が
土
塁
か
ら
出
土
し
た

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
土
塁
構
築
の
時
期
を
考

え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
と
な
る
。

豊
島
氏
の
石
神
井
地
域
と
の
関
係
を
示
す
古

文
書
の
記
載
に
は
、
『
豊
島
・
宮
城
文
書
』
の

「
石
神
井
郷
内
宮
城
氏
所
領
相
伝
系
図
」
に
豊

島
泰
宗
が
応
永
二
年
（
≡
元
五
）
に
石
神
井

郷
を
還
補
さ
れ
た
（
返
さ
れ
た
）
と
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
の
時
よ
り
以
前
に
豊
島
氏
が
石
神
井

郷
内
を
支
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

後
に
太
田
道
港
の
戦
功
を
書
状
の
形
で
表
し
た
、

中
世
の
「
太
田
道
濯
状
」
に
は
豊
島
平
石
衛
門

尉
と
兄
の
勘
解
由
左
衛
門
尉
が
石
神
井
城
・
練

馬
城
か
ら
太
田
道
港
の
攻
撃
に
応
戦
し
た
が
、

文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
に
弟
は
江
古
田
原
で

討
死
し
、
両
城
と
も
に
落
ち
、
兄
は
小
机
城

（
横
浜
市
）
ま
で
逃
げ
た
と
あ
る
。
な
お
、
豊

島
氏
の
末
商
と
い
う
江
戸
時
代
の
旗
本
が
残
し

た
系
図
で
は
、
先
の
兄
が
泰
経
、
弟
が
黍
明
と

す
る
。

石神井城跡の出土遺物

発
掘
調
査
で
土
塁
か
ら
出
土
し
た
常
滑
焼
の

聾
の
破
片
は
、
形
態
か
ら
一
五
世
紀
の
も
の
と

判
断
さ
れ
る
。
こ
の
嚢
が
出
土
し
た
こ
と
で
、

土
塁
構
築
は
一
五
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
可
能

性
が
で
て
き
た
。
落
城
が
一
四
七
七
年
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
石
神
井
城
は
、
太
田
道
港

の
攻
撃
に
備
え
て
造
り
変
え
ら
れ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
新
た
な
問
題
が
提
起
さ
れ
た
と
言
え

よ
う
。

－3－
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吋
ざ
V
ひ
い
け
小
甘
V
V
V
V
V
叶
い
廿
V
い
，
V
什
・
い
け
ざ
、
さ
V
N

文
化
財
講
座
の
ご
案
内

文
化
財
の
見
方
・
禁
し
み
方

講
座
は
二
日
制
で
行
い
ま
す
。

一
日
日
は
、
「
文
化
財
の
見
方
」
に
つ
い
て
、

原
眞
麻
子
氏
（
東
京
都
教
育
庁
文
化
課
学
芸

員
）
の
講
義
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昨

年
、
石
神
井
城
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
方
の
体
験
談
を

通
じ
て
「
文
化
財
の
楽
し
み
方
」
に
つ
い
て
お

話
し
い
た
だ
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
二
日
目
の
見

学
コ
ー
ス
の
案
内
お
よ
び
調
査
テ
ー
マ
に
つ
い

て
の
話
を
し
ま
す
。
見
学
コ
ー
ス
に
あ
た
る
文

化
財
な
ど
に
つ
い
て
事
前
に
調
べ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
日
目
は
バ
ス
見
学
で
、
古
都
鎌
倉
に
あ
る

文
化
財
を
3
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
見
学
し
、
詞

べ
た
り
考
え
た
り
し
ま
す
。
講
義
で
学
ん
だ
こ

と
を
、
皆
さ
ん
に
も
見
学
コ
ー
ス
の
文
化
財
に

つ
い
て
調
べ
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
目
時
・
場
所

∧
講
義
＞
六
月
二
日
（
水
）

午
後
二
時
か
ら
四
時
・
区
役
所
本
庁

舎
一
九
階
一
九
〇
二
会
議
室

＜
バ
ス
見
学
＞
六
月
二
日
（
金
）

午
前
七
時
三
〇
分
か
ら
午
後
五
時
・

鎌
倉
市
内

＊
参
加
費
一
五
〇
～
八
六
〇
円
（
保
険
料
な

ど
・
見
学
コ
ー
ス
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。
）

＊
申
込
み
方
法
　
往
復
葉
書
（
一
人
一
枚
）
に

講
座
名
・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電

話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
五
月
二
〇

日
（
必
着
）
ま
で
に
区
役
所
文
化
財

係
へ
。
応
募
は
区
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方
に
限
り
ま
す
。
定
員
四
十

名
を
こ
え
る
場
合
は
抽
選
。

わ
が
町
発
見

「
ね
り
ま
の
散
歩
道
」

を
歩
く
　
開
催

仏像を訪ねるコースもあります

区
が
指
定
し
た
「
ね
り
ま
の
散
歩
道
L
　
コ
ー

ス
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
区
内
の
文
化
財
や
自

然
を
徒
歩
で
巡
り
ま
す
。

今
回
は
、
大
泉
の
白
子
川
沿
い
を
訪
ね
ま
す
。

▽
日
時
　
五
月
二
三
日
（
日
）
午
前
八
時
四
五

分
か
ら
午
後
一
二
時
三
〇
分

（
雨
天
実
施
）

▽
集
合
場
所
・
時
間

北
野
神
社
（
西
武
池
袋
線
大
泉
学
園

駅
北
口
徒
歩
五
分
）

午
前
八
時
四
五
分
か
ら
午
前
九
時

▽
コ
ー
ス
　
北
野
神
社
↓
大
泉
村
役
場
建
設
記

念
碑
1
弁
天
池
↓
教
学
院
↓
氷
川

神
社
1
稲
荷
神
社
↓
八
の
釜
憩
い

の
森
↓
東
映
東
京
撮
影
所
前
（
解

散
）
　
※
コ
ー
ス
は
約
4
血

▽
参
加
費
　
五
〇
円
（
保
険
料
）

▽
申
込
み
方
法
　
往
復
葉
書
に
、
住
所
・
氏
名

・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

五
月
一
八
日
ま
で
に
練
馬
区
郷
土
資

料
室
へ
。
二
名
以
上
で
参
加
す
る
場

合
は
、
参
加
者
全
員
の
必
要
事
項
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

D
申
込
み
先
　
〒
一
七
七
－
〇
〇
四
五
　
石
神

井
台
一
－
一
六
－
三
一
練
馬
区

郷
土
資
料
室
（
月
曜
日
休
館
）

軍
二
九
九
六
I
〇
五
六
三

新
刊
案
内

☆
『
練
馬
区
　
外
山
遺
跡
第
1
・
第
2
地
点
調

査
報
告
書
』

東
大
泉
三
丁
目
の
縄
文
時
代
（
前
期
）
の
土
抗

と
旧
石
器
時
代
の
礫
群
や
黒
曜
石
の
石
器
集
中

部
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。

A
4
判
本
文
一
七
〇
五
、
写
真
図
版
四
四
頁
。

外
山
遺
跡
調
査
会
・
練
馬
区
教
育
委
員
会
発
行
、

二
三
〇
〇
円
で
頒
布
。

☆
『
ね
り
ま
の
昔
ば
な
し
』

小
学
生
で
も
楽
し
め
る
や
さ
し
い
内
容
。

A
5
判
本
文
一
七
八
五
。
第
二
版
刷
り
。
練

馬
区
教
育
委
員
会
発
行
、
八
〇
〇
円
で
頒
布
。

＜
頒
布
場
所
＞
石
神
井
図
書
館
地
階
郷
土
資
料

室
と
区
民
情
報
ひ
ろ
ば
。
な
お
、
区
内
図
書
館

に
て
閲
覧
が
可
能
で
す
。

尼・三二二一


