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額
田
城
跡
保
存
会
活
動
に
参
加
し
て

活
動
前
の
私
は
、
時
々
城
跡
を
散
歩
し
て
は
、
花
壇
の
手
入
れ
や

遊
歩
道
の
整
備
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
々
の
姿
を
お
見
か
け

し
た
り
、
農
作
業
の
合
間
に
、
一
人
で
草
刈
り
を
さ
れ
て
い
る
原
さ

ん
の
姿
を
何
度
か
お
見
か
け
し
て
、
有
り
難
い
な
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。二

年
ほ
ど
早
め
に
退
職
し
て
、
入
会
の
お
誘
い
を
受
け
、
草
取
り

の
お
て
つ
だ
い
で
も
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
、
活
動
を
始
め

て
、
早
い
も
の
で
も
う
八
年
目
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
道
を
お
殿
様

や
た
く
さ
ん
の
ご
家
来
衆
が
通
っ
た
様
子
を
想
像
し
て
み
た
り
、
そ

う
言
え
ば
、
城
下
町
で
、
人
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
た
か
ら
か
、
額

田
は
お
寺
さ
ん
・
建
具
屋
さ
ん
が
多
か
っ
た
し
、
お
茶
屋
さ
ん
や
、

呉
服
屋
さ
ん
・
鍛
冶
屋
さ
ん
な
ど
、
昔
の
賑
わ
い
を
感
じ
ら
れ
る
お

店
も
あ
っ
た
。
町
並
み
を
残
せ
る
と
良
か
っ
た
の
に
な
ど
と
、
思
い

を
巡
ら
せ
な
が
ら
、
保
存
会
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
見
学
の
方
た
ち

が
、
良
い
所
で
す
ね
と
言
っ
て
く
だ
さ
る
の
が
励
み
で
す
。

去
年
の
九
月
の
台
風
で
、
鈴
木
家
の
柊
が
折
れ
て
し
ま
い
、
と
て

も
残
念
で
す
。
今
で
は
一
部
分
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が

阿
弥
陀
寺
か
ら
続
く
土
塁
が
あ
り
、
子
供
の
こ
ろ
登
っ
て
遊
ん
だ
事

を
覚
え
て
い
ま
す
。
鈴
木
家
住
宅
を
見
学
し
た
時
に
、
引
接
寺
と
の

間
に
今
も
外
堀
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
伺
い
、
昔
は
西
側
に
も
お
堀

が
あ
っ
た
事
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
引
接
寺
の
門
の
辺
り
が
馬
場
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
伺
い
、
あ
ち
こ
ち
に
今
も
残
っ
て
い
る
、
額
田

城
の
痕
跡
を
無
く
さ
ず
、
更
に
調
査
・
整
備
し
て
残
し
て
い
た
だ
け

た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

檜
山

智
子
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額
田
寺
物
語

物
語
第
二
号
は
前
回
の
久
慈
川
物
語
に
続
き
、
額
田
寺
物
語
を
執
筆
し
て
み
た
。

そ
の
前
に
日
本
の
仏
教
を
考
え
て
み
た
い
。

仏
教
と
は
釈
迦
に
よ
り
開
か
れ
た
宗
教
。
そ
の
目
的
は
悟
り
を
開
い
て
、
苦
悩
を

捨
て
去
り
、
ブ
ッ
ダ
に
な
る
こ
と
に
あ
る
。
悟
り
を
開
く
と
言
っ
て
も
お
釈
迦
様
は

相
手
の
素
質
や
境
遇
に
合
わ
せ
説
き
分
け
る
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
。
一
人
一
人
が

異
な
る
言
葉
で
教
え
を
受
け
た
。
お
釈
迦
様
の
時
代
に
は
万
人
に
共
通
な
経
典
は
な

か
っ
た
。
お
釈
迦
様
の
亡
き
あ
と
弟
子
た
ち
は
お
釈
迦
様
の
言
わ
れ
た
言
葉
そ
れ
ぞ

れ
の
解
釈
を
書
き
残
し
、
３
０
０
０
と
い
う
膨
大
な
経
典
が
で
き
た
と
い
っ
て
よ

い
。
や
が
て
、
仏
教
は
数
多
く
の
経
典
と
と
も
に
、
中
国
に
伝
わ
っ
て
い
く
。
中
国

は
儒
教
の
国
で
あ
り
、
多
く
の
学
派
が
あ
り
、
子
弟
の
関
係
で
な
り
た
っ
て
い
た
。

同
じ
よ
う
に
仏
教
も
師
弟
関
係
に
あ
り
、
学
派
が
で
き
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
宗
派
で

あ
っ
た
。

日
本
に
仏
教
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
飛
鳥
時
代
で
あ
り
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
の
百

済
を
通
じ
て
伝
来
し
た
。
当
時
の
仏
教
は
こ
の
百
済
仏
教
で
あ
り
、
ほ
か
の
宗
派
ま

で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
奈
良
時
代
に
な
る
と
中
国
か
ら
六
つ
の
宗
派
が

輸
入
さ
れ
る
。
こ
れ
が
南
都
六
宗
で
あ
り
、
法
相
宗
、
華
厳
宗
、
律
宗
、
三
論
宗
、

倶
舎
宗
、
成
実
宗
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
宗
教
と
い
う
よ
り
経
典
解
釈
の
学
問
の
域

を
出
な
か
っ
た
。
平
安
時
代
に
な
る
と
た
だ
学
問
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
日
本
流
の
ア

レ
ン
ジ
を
加
え
、
衆
生
を
救
お
う
と
い
う
二
人
の
僧
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
最
澄
と
空

海
で
あ
る
。

最
澄
と
空
海
は
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
中
国
へ
渡
り
、
当
時
、
中
国
で
流
行
し
て

い
た
密
教
の
要
素
を
取
り
入
れ
、
日
本
に
持
ち
込
み
、
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
最
澄
が

八
〇
六
年
に
天
台
宗
、
空
海
が
八
一
六
年
に
真
言
宗
を
開
い
た
。
こ
こ
か
ら
仏
教
界

は
急
速
に
加
速
し
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
新
し
い
宗
派
が
誕
生
し
た
。
一
一

一
七
年
良
忍
が
融
通
念
仏
宗
、
一
一
七
五
年
法
然
が
浄
土
宗
、
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代

に
入
り
、
一
一
九
一
年
に
栄
西
が
臨
済
宗
を
、
一
二
二
四
年
、
法
然
の
弟
子
親
鸞
が

浄
土
真
宗
を
ひ
ら
く
。
一
二
二
七
年
に
は
禅
宗
の
臨
済
宗
に
続
き
、
道
元
は
曹
洞
宗

を
開
く
。
一
二
五
三
年
に
日
蓮
が
日
蓮
宗
を
、
一
二
七
四
年
に
一
遍
が
時
宗
を
相
次

い
で
開
い
て
い
く
。
江
戸
時
代
、
隠
元
に
よ
り
一
六
六
一
年
に
黄
檗
宗
が
開
か
れ
、

日
本
仏
教
の
代
表
的
一
三
宗
派
が
出
そ
ろ
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
江
戸
幕
府

は
民
衆
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
仏
教
教
団
を
統
制
す
る
本
末
制
度
を
導
入
し

た
。
小
さ
な
寺
院
を
末
寺
、
大
き
な
寺
院
を
本
山
と
し
、
全
国
に
あ
る
末
寺
を
本

山
の
基
に
管
理
さ
せ
、
勝
手
に
寺
を
新
た
に
建
立
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
加
え

て
、「
檀
家
制
度
」
を
実
施
し
、
庶
民
は
い
ず
れ
か
の
寺
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
り
、

戸
籍
の
原
形
の
よ
う
な
も
の
が
完
成
し
た
。
こ
の
管
理
の
も
と
戦
前
ま
で
新
し
い

宗
派
を
興
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
、
一
三
宗
五
六
派
が
確
立
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
東
大
寺
の
大
仏
に
代
表
さ
れ
る
仏
像
、
右
手
は
５
本
の
指
を

開
い
て
前
に
向
け
る
「
施
無
畏
の
印
」
を
結
び
、
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
恐
れ
を
取
り

払
う
と
い
う
意
味
で
、
左
手
は
同
じ
よ
う
な
形
で
膝
の
上
に
乗
せ
る
「
与
願
印
」

と
言
い
、
人
々
の
願
い
を
か
な
え
る
印
だ
と
い
う
。
仏
教
の
世
界
に
は
五
戒
と
い

う
５
つ
の
戒
め
が
あ
る
。
生
物
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。

色
欲
に
お
ぼ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
う
そ
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
、
酒
を
の
ん
で
は

な
ら
な
い
５
つ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
額
田
の
寺
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

◇

光
圀
の
寺
社
改
革
前
、
額
田
に
は
５
０
を
超
え
る
寺
が
存
在
し
た
。
那
珂
町
史

か
ら
見
る
と
そ
の
数
が
半
端
で
な
い
。
真
言
宗
だ
け
で
も
２
３
の
寺
が
あ
っ
た
。

光
圀
更
に
は
斉
昭
の
寺
社
改
革
そ
し
て
明
治
三
年
の
統
廃
合
に
よ
り
、
現
在
の
５

つ
に
し
ぼ
ら
れ
た
が
世
帯
数
千
数
百
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
で
も
多
い
と
い
え
る
。

現
在
は
真
言
宗
の
毘
盧
遮
那
寺
、
浄
土
宗
の
引
接
寺
、
曹
洞
宗
の
鱗
勝
院
、
浄
土

真
宗
の
阿
弥
陀
寺
、
光
照
寺
と
あ
る
。
額
田
に
居
住
す
る
家
で
常
陸
太
田
市
の
枕

石
寺
や
浄
光
寺
、
神
道
の
氏
子
を
除
い
て
千
百
に
対
し
て
五
つ
の
寺
で
あ
る
。
菅

谷
、
後
台
の
浄
土
宗
の
寺
が
明
治
三
年
廃
寺
と
な
り
、
引
接
寺
に
統
合
さ
れ
た
こ

と
、
阿
弥
陀
寺
が
額
田
城
主
の
小
野
崎
縦
通
に
よ
り
城
里(

旧
桂
村)

か
ら
移
さ
れ

た
経
緯
か
ら
そ
の
家
臣
団
が
杉
村
、
横
堀
村
に
居
住
し
て
い
て
阿
弥
陀
寺
門
徒
と

な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
加
え
て
、
河
合
、
土
木
内
の
真
言
宗
鎌
田
院
が
廃
寺
と
な

り
、
毘
盧
遮
那
寺
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
常
陸
太
田
の
門
徒
が
額
田
の
檀

家
と
な
っ
て
い
る
。
前
号
で
曽
祖
父
が
岩
船
神
社
の
宮
司
を
し
て
い
た
と
書
い
た

が
鎌
田
院
の
僧
侶
か
ら
神
官
に
替
え
ら
れ
た
と
い
う
。
先
祖
の
墓
石
に
大
僧
都
か
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特
別
展

佐
竹
氏

‐
八
〇
〇
年
の
歴
史
と
文
化
‐
を
見
学
し
て

先
日
、
茨
城
県
立
歴
史
館
に
、
特
別
展
「
佐
竹
氏
‐
八
〇
〇
年
の

歴
史
と
文
化
」
を
見
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
全
体
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
佐

竹
氏
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
、
ど
の
よ
う
に
活
躍
し
た
の
か
、

よ
く
分
か
る
展
示
内
容
で
し
た
。
清
和
源
氏
の
流
れ
な
ん
で
す
ね
。

西
か
ら
流
れ
て
き
た
ん
だ
。

実
は
、
今
ま
で
仲
田
先
生
の
講
演
会
そ
の
他
で
、
我
が
額
田
城
小

野
崎
氏
に
関
す
る
情
報
は
、
色
々
見
聞
き
し
て
い
る
の
で
す
が
。
私

の
頭
の
中
で
は
、
ど
う
も
歴
史
の
流
れ
的
な
部
分
で
断
片
的
で
整
理

出
来
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
今
回
の
佐
竹
氏
展
で
、
佐
竹
氏
と
時
代

の
流
れ
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
自
分
の
頭
の
中
が
整
理
出
来
る
の
で

は
な
い
か
と
期
待
し
て
行
っ
た
の
で
し
た
。
正
解
で
し
た
。

佐
竹
氏
は
土
着
豪
族
と
は
違
っ
て
、
外
か
ら
入
っ
て
き
た
「
よ
そ

者
」
だ
っ
た
。
こ
の
常
陸
の
地
で
勢
力
を
伸
ば
す
に
は
、
元
々
の
土

着
豪
族
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
時
代
は
戦
国

時
代
に
…
…
。
獲
り
つ
獲
ら
れ
つ
の
領
地
合
戦
の
中
で
、
小
野
崎
氏

も
当
然
そ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
行
っ
て
…
…
。
小
野
崎
氏
の
生
き

た
時
代
、
額
田
城
の
時
代
は
そ
ん
な
時
代
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
展
示
の

中
に
も
佐
竹
氏
と
小
野
崎
氏
と
の
や
り
取
り
の
記
述
が
あ
り
ま
し

た
。今

回
の
展
示
見
学
で
、
自
分
の
中
の
歴
史
年
表
に
額
田
城
を
書
き

加
え
て
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
有
意
義
な
時

間
を
頂
き
ま
し
た
。

宮
崎

昇
一

ら
禰
宜
と
変
わ
っ
て
い
る
。
全
国
的
に
も
こ
ん
な
こ
と
は
行
わ
れ
、
薬
師
寺
と
い
う
姓
が

薬
師
神
と
変
わ
っ
た
人
も
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。

こ
の
五
つ
の
寺
に
ど
ん
な
先
人
が
眠
っ
て
い
る
か
、
次
回
は
寺
ご
と
に
特
徴
と
と
も
に

紹
介
し
て
み
た
い
。

小
田
部

一
彦
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【募集しています】
☆ボランティア作業参加者を募集☆

○活動日時 ：毎月第 3土曜日（上記参照）

午前８時～１０時（2時間）

○集合場所 ：額田地区交流センター

○募集対象 ：小学生、中学生、高校生、

大・短・専門学生、社会人

○申し込み先：額田城跡保存会 武藤まで

☎ 090-3147-1298

夏のボランティア：棚田整備（昨年）

編 集 後 記

【今年度の活動計画（ボランティア）】

令和２年

５月１６日 第３土曜日 8：00～10：00

６月２０日 第３土曜日 8：00～10：00

７月１８日 第３土曜日 8：00～10：00

８月２２日 第３土曜日 8：00～10：00

９月１９日 第３土曜日 8：00～10：00

１０月１７日 第３土曜日 8：00～10：00

１１月２１日 第３土曜日 9：00～11：00

１２月１９日 第３土曜日 9：00～11：00

令和３年

３月１３日 第２土曜日 9：00～11：00

作業内容は、二の丸花畑の手入れ、芝生内外

の除草、遊歩道の清掃や安全点検などです。

この他に、月 2回程の管理作業があります。

昨年の夏ボランティア体験
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【今年度の活動計画（管理作業）】

令和 2年

5 月 30 日 8:00〜12:00

6 月 6 ・ 27 日 8:00〜12:00

7 月 4 ・ 11 日 8:00〜12:00

8 月 1 日 8:00〜12:00

9 月 26 日 8:00〜12:00

10 月 3 ・ 24 日 8:00〜12:00

11 月 14 ・28 日 8:00〜12:00

12 月 5 日 8:00〜12:00

令和 3年

2 月 27 日 8:00〜12:00

3 月 27 日 8:00〜12:00

表
紙
写
真
は
城
跡
管
理
作
業
で
、
訪

れ
る
方
が
歩
き
や
す
く
な
る
よ
う
に
、

遊
歩
道
に
木
材
チ
ッ
プ
を
敷
き
詰
め
て

い
る
よ
う
す
で
す
。

発
行
が
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た

方
々
に
は
大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お

り
ま
す
。
次
号
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
に

な
ら
な
い
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

さ
て
、
歴
史
は
人
生
の
道
標
。
歴
史

を
学
ぶ
こ
と
は
、
翻
っ
て
、
こ
れ
か
ら

の
人
生
を
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
考

え
る
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍

で
新
し
い
生
活
様
式
が
問
わ
れ
て
い
る

今
、
先
人
た
ち
の
生
き
た
記
録
の
中
に

も
、
そ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
額
田
城
跡

の
、
自
然
に
囲
ま
れ
た
静
か
な
空
間
を

訪
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
生
き
る
た
め

の
ヒ
ン
ト
、
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
よ
。

宮
崎

記


