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1

子ね

の
所ゆ

か
り縁　

な
か
び

特
任
館
長
　
榊
原
　
悟

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

（
承
前
）
と
な
る
と
前
掲
の
乗の

り
や
す全
『
大
黒
天
』
三
図
①
②
③
の
制
作
に
つ
い
て
も
、
改
め
て

乗
全
の
転
変
す
る
人
生
の
中
に
置
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
①
の

自
画
讃
『
大
黒
天
図
』（
前
回
の
図
２
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
、

・�

還
暦
の
歳
の
作
で
あ
る
こ
と

・�

し
か
し
描
い
た
の
は
、
そ
の
歳
の
初
秋
甲き

の
え
ね子
＝
七
月
二
十
七
日
で
あ
る
こ
と

・�

で
あ
る
な
ら
ば
本
図
制
作
の
動
機
は
、
必
ず
し
も
還
暦
を
祝
う
た
め
だ
け
に
あ
る
の
で
は

な
い
こ
と

・�

と
な
る
と
制
作
の
動
機
は
、
こ
の
日
が
甲
子
で
あ
る
一
点
を
第
一
と
考
え
る
べ
き
こ
と

・�

描
い
た
の
が
「
大
黒
天
図
」
で
あ
る
の
も
、
そ
れ
故
と
み
ら
れ
る
こ
と

な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
甲
子
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
制
作
の
背
景
に
あ
っ
た
と

な
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
指
摘
し
な
か
っ
た
が
、
ど
う
し
て
七
月
二
十
七
日
に
描
く
に
至
っ
た
の
か
、

改
め
て
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。
と
云
え
ば
少
な
か
ら
ぬ
読
者
は
お
気
付
き
に
違
い
な
い
。

そ
う
、
甲
子
の
日
は
、
い
や
甲
子
だ
け
で
は
な
い
、
同
じ
干
支
の
日
は
、
閏う

る
う
づ
き月
の
有
無
で
変
わ

る
も
の
の
、
年
間
六
回
前
後
は
あ
る
は
ず
。
現
に
嘉
永
七
年
に
は
、
閏
七
月
が
あ
っ
た
た
め
、

甲
子
の
日
は
、
正
月
二
十
四
日
、
三
月
二
十
五
日
、
五
月
二
十
六
日
、
七
月
二
十
七
日
、
八
月

二
十
八
日
、
十
月
二
十
九
日
、
十
二
月
三
十
日
の
都
合
七
回
を
数
え
る
。
と
な
る
と
、
も
し
還

暦
に
ち
な
み
、
そ
の
甲
子
の
日
に
「
大
黒
天
図
」
を
描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
常
識
的
に
は
還

暦
を
迎
え
た
最
初
の
甲
子
の
日
、
す
な
わ
ち
正
月
二
十
四
日
を
当
て
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

だ
が
①
を
描
い
た
の
は
七
月
二
十
七
日
。
こ
の
一
事
だ
け
で
も
①
の
制
作
の
直
接
的
動
機
が

還
暦
祝
賀
の
た
め
と
み
る
の
は
難
し
い
。
で
は
、
数
あ
る
甲
子
の
日
の
う
ち
、
描
い
た
の
が
ど

う
し
て
七
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
、
と
云
う
よ
り
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
、

現
在
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
乗
全
年
譜
（
松
平
乗の

り
つ
ぐ承
著
『
乗
全
年
譜
草
稿
』
ほ
か
、
前
掲
「
大
給

松
平
氏
と
西
尾
藩
」
図
録
な
ど
）
で
は
、
乗
全
に
、
特
に
七
月
二
十
七
日
を
特
別
視
さ
せ
る
よ

う
な
伝
記
的
事
実
は
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
七
月
二
十
七
日
揮
毫
は
や
は
り
偶
然
、
偶
発
的

要
因
に
よ
る
と
見
る
ほ
か
な
い
。◇　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

で
は
、
そ
の
偶
発
的
要
因
と
は
、
何
で
あ
っ
た
の
か
。

わ
た
し
は
、
乗
全
が
大
黒
天
の
夢
を
み
た
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
と
述
べ
る

と
、
そ
ん
な
推
測
は
飛
躍
の
し
過
ぎ
で
、
そ
れ
で
は
も
は
や
推
測
と
云
う
よ
り
妄
想
に
過
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
証
左
す
る
文
字
資
料
は
あ
る
の
か
。

当
然
の
詰
問
で
あ
る
。
だ
が
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
、
そ
れ
は
な
い
。
し
か
し
三
点
の
画
像
資

料
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
前
掲
し
た
三
幅
の
『
大
黒
天
図
』
①
②
③
で
あ
る
。
い
や
、
三
幅
だ

け
で
は
な
い
。
他
に
も
相
当
数
の
「
大
黒
天
図
」
を
描
い
て
い
た
、
と
云
え
ば
、

�

―
所
詮
、
殿
さ
ま
の
お
絵
描
き
だ
。
面
倒
な
彩
色
を
伴
わ
な
い
、
水
墨
の
画
法
の
み
で
も
描

け
る
「
大
黒
天
図
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
得
意
の
画
題
と
し
て
、
求
め
ら
れ
ゝ
ば
苦
も
な
く

描
い
た
の
で
は
な
い
か
、
や
っ
ぱ
り
一
画
題
限
定
の
趣
味
芸
だ
、
と
。

確
か
に
そ
の
一
面
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
乗
全
の
画
技
は
素
人
芸
を
大
き
く
越

え
る
も
の
で
、
祖
父
乗の

り
さ
だ完
（
大
給
松
平
家
十
二
代　

酒
井
抱
一
の
叔
父　

一
七
五
二
～
九
三
）

と
交
流
の
あ
っ
た
南な

ん
ぴ
ん
は

蘋
派
の
絵
師
宋そ

う
し
せ
き

紫
石
（
一
七
一
五
～
八
六
）
の
画
譜
『
古こ

こ
ん
が
そ
う
こ
う
は
っ
し
ゅ

今
画
藪
後
八
種

四し

た

い

ふ

体
譜
』（
安
永
八
年
・
一
七
七
九
刊
）
な
ど
を
学
ぶ
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
（
榊
原
悟

「
殿
さ
ま
の
お
絵
描
き
」『
大
鎖
国
展
―
江
戸
に
咲
い
た
異
国
の
花
』
図
録　

二
〇
一
六
年
）。

そ
ん
な
乗
全
の
画
技
を
知
る
の
に
、
ま
こ
と
に
都
合
よ
い
展
覧
会
が
あ
っ
た
。「
第
一
回
西

尾
町
史
料
展
覧
会
」
と
銘
打
た
れ
た
展
示
で
あ
る
（
そ
の
折
の
『
列
品
目
録
』
が
遺
る
。
西
尾

市
岩
瀬
文
庫
蔵　

以
下
の
記
述
は
す
べ
て
そ
れ
に
よ
る
）。
会
場
は
、
西
尾
尋
常
高
等
小
学
校

増
築
校
舎
、
わ
た
し
の
母
校
だ
。
し
か
し
開
催
さ
れ
た
の
が
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
二
月
と

聞
け
ば
、
当
時
の
西
尾
町
に
あ
っ
て
は
、
展
覧
会
と
云
う
よ
り
、
も
う
事
件
で
は
な
か
っ
た
か
。

近
代
化
が
進
む
な
か
、
日
本
各
地
の
市
町
村
で
、
こ
う
し
た
催
し
が
あ
っ
た
の
か
否
か
、
西
尾

独
自
の
試
み
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
自
体
興
味
あ
る
問
題
だ
が
、
そ
こ
で
展
示
さ
れ
た
の
は
、

西
尾
藩
を
長
期
に
亘わ

た

っ
て
治
め
た
譜
代
の
名
門
大お

ぎ
ゅ
う給
松
平
家
歴
代
の
書
画
類
で
あ
っ
た
。
そ
の

多
く
は
町
内
の
所
蔵
家
か
ら
の
出
品
。
殿
さ
ま
か
ら
の
拝
領
の
品
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た

の
だ
ろ
う
。
ご
維
新
以
後
も
江
戸
が
生
き
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
今
回
の
企

て
が
実
現
し
、
あ
ま
つ
さ
え
そ
の
折
の
『
列
品
目
録
』
さ
え
大
切
な
記
録
と
し
て
遺
し
た
の
だ

ろ
う
。
そ
ん
な
価
値
観
、
共
通
認
識
が
、
や
が
て
岩
瀬
文
庫
と
云
う
稀
代
の
収
書
事
業
を
思
い

立
た
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
さ
し
く
西
尾
の
文
化
的
土
壌
の
豊
か
さ
だ
。
自
分
た
ち
に

不
都
合
な
公
文
書
、
記
録
類
は
常
に
黒
塗
り
か
廃
棄
、
昨
今
の
惨
状
は
、
も
う
タ
メ
息
を
つ
い

て
い
る
場
合
で
は
な
い
。

な
か
で
展
示
さ
れ
た
乗
全
の
書
画
は
、
幕
末
の
殿
さ
ま
で
あ
っ
た
た
め
か
遺
品
が
多
く
、

二
十
五
幅
に
及
ぶ
。
和
歌
書
き
一
幅
以
外
は
す
べ
て
画
幅
。
お
絵
描
き
を
趣
味
と
し
た
、
い
か

に
も
乗
全
ら
し
い
。
し
か
も
描
い
た
画
題
は
仏
画
に
道
釈
人
物
画
、
物
語
絵
、
花
鳥
画
な
ど
多

岐
に
亘
る
。
着
色
画
も
多
く
、
こ
れ
だ
け
の
画
題
を
描
き
こ
な
し
た
と
な
れ
ば
、
乗
全
の
画
技

が
、
殿
さ
ま
の
趣
味
、
素
人
絵
師
の
域
を
超
え
て
い
た
、
と
み
る
こ
と
に
無
理
は
な
い
。
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と
な
る
と
改
め
て
気
に
な
る
の
は
、
山
水
画
が
全
く
無
い
の
と
、「
大
黒
天
図
」
の
四
幅
で

あ
る
。
展
示
品
と
云
う
限
ら
れ
た
範
囲
な
が
ら
、
と
云
う
よ
り
範
囲
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
数

字
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
と
に
後
者
の
四
幅
は
異
例
。
前
者
す
な
わ
ち
山
水
画
ゼ
ロ
が
乗
全
の

好
み
の
反
映
と
云
う
な
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
「
大
黒
天
図
」
が
四
幅
も
あ
る
の
は
、
乗
全
の
こ

の
画
題
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
の
結
果
以
外
の
何
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

◇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

◇

で
は
、
そ
の
こ
だ
わ
り
と
は
―
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
と
も
な
る
歌
が
遺
さ
れ
て

い
た
。
乗
全
の
侍
医
羽は

に
ゅ
う
す
い
あ
ん

生
水
安
（
一
八
二
九
～
一
九
〇
五
）
が
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
そ

の
職
に
撰
挙
さ
れ
た
折
の
同
年
十
一
月
十
一
日
、
乗
全
が
水
安
の
願
い
に
応
じ
て
描
い
た
、
そ

れ
こ
そ
「
大
黒
天
図
」
に
自
ら
寄
せ
た
歌
で
あ
る
。
実
は
羽
生
家
に
は
乗
全
「
大
黒
天
図
」
が

既
に
あ
っ
た
よ
う
で
―
む
ろ
ん
拝
領
の
品
だ
ろ
う
が
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
の
、
い

わ
ゆ
る
安
政
の
江
戸
大
地
震
に
伴
う
火
災
で
失
っ
た
た
め
、
爾
来
、
再
度
の
揮
毫
と
拝
領
を

願
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
よ
う
や
く
叶
っ
た
と
云
う
次
第
（
以
上
の
舞
台
は
す
べ
て
江
戸　

こ
ん

な
西
尾
史
資
料
が
稿
本
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
た
の
だ
！�

羽
生
水
安
著
『
随ず

い
ぎ
け
ん

宜
軒
詩
文
稿
』「
賜

大
黒
天
貴
筆
因
記
」�

西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
）。
そ
う
云
え
ば
前
掲
②
を
描
い
た
の
も
同
じ
万
延

元
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
で
こ
の
年
二
作
目
。
い
や
、
こ
れ
以
外
に
も
、
さ
ら
に
描
い
て
い

た
と
考
え
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
の
自
讃
歌
は
次
の
通
り
。

し
も
つ
き
の　

は
つ
の
ね
の
ひ
を
ま
つ
り
な
は　

は
れ
た
ち
よ
り
て　

ふ
く
を
あ
た
い
ん

描
い
た
十
一
月
十
一
日
は
庚か

の
え
ね子
、
甲き

の
え
ね子
で
は
な
い
が
、
こ
の
年
の
十
一
月
が
戊つ

ち
の
え
ね子
で
、
描
く

の
を
こ
の
月
と
決
め
た
以
上
、
描
く
の
も
子
の
日
の
子
の
揃
い
、
と
な
れ
ば
、
そ
の
子
の
日
は

初
め
の
子
の
日
の
十
一
日
（
こ
の
月
は
二
十
三
日
が
壬み

ず
の
え
ね子
の
後
の
子
の
日
）。
描
い
た
乗
全
の

心
の
内
を
読
み
解
け
ば
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
か
。
む
ろ
ん
子ね

づ

く尽
し
の
「
大
黒
天
図
」
な
ら
ば
霊
験

あ
ら
た
か
。
こ
れ
を
祭
れ
ば
福
徳
到
来
疑
い
な
し
、
と
悟
し
た
の
が
前
掲
歌
。
拝
領
し
た
水
安

も
、
子ね

の
字
尽
し
で
子
々
孫
々
、
こ
れ
を
祭
る
よ
う
言
い
置
い
た
。
そ
の
羽
生
家
の
大
黒
天
祭

り
の
日
が
霜
月
子
の
日
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、
定
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
乗
全
の
大

黒
天
信
仰
が
半
端
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
乗
全
の
信
仰
と
云
え
ば
、
従
来
、

立た
て
や
ま山
信
仰
を
上
げ
る
の
が
一
般
だ
が
（
福
江
充
「
松
平
乗
全
と
立
山
信
仰
」　

前
掲
『
新
編
西

尾
市
史
』
別
編
一
）、
こ
こ
に
も
う
一
つ
、
大
黒
天
も
ま
た
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
篤
く
信
仰
さ
れ

て
い
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
乗
全
の
作
が
あ
っ
た
。
大
正
三
年
の
あ
の
西
尾
町
史
料
展
で

展
示
さ
れ
た
「
神
農
氏
肖
像
（
神
農
図
）」
で
あ
る
。
出
品
し
た
の
は
錦
城
町
（
わ
た
し
も
か

つ
て
こ
こ
の
住
人
だ
っ
た
）
の
羽
生
道
作
す
な
わ
ち
水
安
の
子
孫
と
知
れ
ば
興
味
も
一ひ

と
し
お入
。
言

う
ま
で
も
な
い
、
神
農
は
人
身
牛
首
の
中
国
古
代
の
帝
王
。
農
業
医
業
の
祖
と
し
て
、
と
り
わ

け
医
家
の
尊
宗
を
集
め
た
。
こ
れ
ま
た
乗
全
は
水
安
の
願
い
に
応
え
描
い
た
の
だ
ろ
う
。「
大

黒
天
図
」
同
様
、
羽
生
家
で
は
、
こ
れ
を
祭
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、
描
い
た
乗
全
は
ど
う
か
。
も
ち
ろ
ん
神
農
に
対
す
る
尊
宗
の
気
持
ち
は
乗
全
に
な

い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
乗
全
に
と
っ
て
「
神
農
図
」
は
あ
く
ま
で
数
あ
る
「
道
釈
人

物
画
」
の
一
つ
。
い
わ
ば
鑑
賞
絵
画
と
し
て
描
い
た
、
と
言
え
ば
、
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
対

す
る
「
大
黒
天
図
」
の
制
作
に
は
乗
全
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
多
数
の
「
大
黒
天
図
」
の
存
在
は
、

乗
全
の
そ
の
信
仰
心
が
並
々
な
ら
ぬ
の
を
物
語
る
。

当
然
、
子
の
歳
、
子
の
月
、
子
の
日
は
大
黒
天
所
縁
と
し
て
乗
全
に
は
強
く
意
識
さ
れ
た
は

ず
だ
。
そ
の
意
識
が
時
に
乗
全
に
心
的
負
荷
を
与
え
、
大
黒
天
夢
想
へ
と
繋
が
る
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
は
、
①
の
『
大
黒
天
図
』
を
夢
見
大
黒
天
と
推
定
す
る
背
景
に
、

こ
ん
な
乗
全
の
心
の
動
き
、
信
仰
が
あ
っ
た
と
み
て
い
る
。
と
は
云
え
そ
の
子
に
所
縁
の
日
と

な
れ
ば
、
甲き

の
え
ね子
に
丙ひ

の
え
ね子
、
戊つ

ち
の
え
ね子
に
庚か

の
え
ね子
に
壬み

ず
の
え
ね子
と
年
間
三
十
日
は
下
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
の

す
べ
て
で
大
黒
天
の
夢
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
見
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
不
眠
症
に
な
ろ

う
と
云
う
も
の
。
そ
れ
に
見
た
か
ら
と
云
っ
て
、
す
べ
て
絵
に
す
る
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
で

は
乗
全
の
大
黒
天
夢ゆ

め

み見
が
ど
う
し
て
七
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
ど
う
し
て
描
く
に

至
っ
た
の
か
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
日
が
大
黒
天
に
最
も
所
縁
の
深
い
甲
子
の
日
だ
っ
た
か

ら
と
答
え
る
他
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
甲
子
の
日
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
正
月
二
十
四

日
、
三
月
二
十
五
日
、
五
月
二
十
六
日
、
八
月
二
十
八
日
、
十
月
二
十
九
日
、
十
二
月
三
十
日

と
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
何
故
七
月
二
十
七
日
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は

正
直
不
明
、
夢
を
見
た
の
が
、
そ
の
日
で
あ
っ
た
か
ら
―
ま
さ
し
く
偶
発
的
事
態
で
あ
る
。

一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
。
そ
の
答
え
は
簡
単
明
瞭
、
夢
に
見
た
大
黒
天
が
描
く
に
値
す
る

か
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
要
す
る
に
類
例
な
い
姿
と
云
う
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
わ
た
し

た
ち
が
為
す
べ
き
は
、
①
の
う
ち
に
そ
う
し
た
異
例
の
か
た
ち
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が

夢
の
痕
跡
と
認
め
ら
れ
ゝ
ば
、
①
が
乗
全
夢
見
の
「
大
黒
天
図
」
と
云
う
他
あ
る
ま
い
。
そ
こ

で
一
点
、
プ
ロ
の
絵
師
の
手
に
か
か

る
、
優
れ
た
『
大
黒
天
図
』
を
紹
介

す
る
（
図
４
）。
筆
者
は
長な

が
さ
わ
ろ
せ
つ

澤
蘆
雪

（
一
七
五
四
～
九
九
）。
画
面
か
ら
溢

れ
ん
ば
か
り
の
量
感
表
現
に
そ
の
異

能
ぶ
り
を
示
す
が
、
服
装
や
被
り
も

の
、
持じ

ぶ

つ物
な
ど
「
大
黒
天
図
」
と
し

て
の
基
準
的
図
様
を
示
す
。
と
な
れ

ば
、
①
の
図
様
の
異
例
さ
を
知
る
に

は
、
こ
れ
と
比
較
す
る
に
如
く
は
な

い
。
蘆
雪
の
大
黒
さ
ま
を
篤
と
ご
覧

あ
れ
―
次
回
へ
の
宿
題
だ
（
続
く
）。

�

岩
瀬
文
庫
の
史
料
の
閲
覧
に
つ
い
て
は
、
西
尾
市
史
編
さ
ん
室
の
神
尾
愛
子
氏
の
ご
教
示
と
ご
高
配
に
よ
る
。
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。

図４　長澤蘆雪『大黒天図』
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自
然
と
導
か
れ
て
最
終
的
に
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
感
じ
で
す
か
ね
。

｜
荒
木
さ
ん
の
既
製
品
を
組
み
合
わ
せ
て
制
作
す
る
制
作
手
法
は
、

絵
画
や
彫
刻
と
は
異
な
る
独
自
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
ま
す
。
ゼ
ロ
か
ら
イ
チ
を
生
み
出
す
と
い
う
よ
り
も
既
に

あ
る
「
イ
チ
」
を
何
十
倍
に
も
拡
張
し
て
い
く
よ
う
な
印
象
を
受

け
る
の
で
す
が
、
ご
自
身
で
は
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

Ａ　

私
の
中
で
は
既
製
品
を
使
っ
て
い
て
も
ゼ
ロ
イ
チ
だ

と
い
う
認
識
で
、
例
え
ば
絵
の
具
で
あ
っ
て
も
既
製
品
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
石
や
木
な
ど
の
自
然
の
も
の
に
つ
い
て

も
、
も
う
す
で
に
そ
こ
に
在
る
も
の
と
し
て
作
品
に
組
み

込
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
手
を
加
え
て
違
う
形
や
色
に
す

る
こ
と
は
私
の
作
品
に
は
適
し
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
し

て
い
ま
す
。
ま
た
既
製
品
は
同
じ
様
に
並
べ
た
と
し
て
も
、

も
う
既
に
何
者
か
で
あ
っ
て
、
か
つ
意
味
が
付
随
す
る
も

の
。
そ
れ
が
既
製
品
の
特
性
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
の

中
で
既
製
品
の
魅
力
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
て
、
圧
倒
的
に
素

材
と
し
て
面
白
い
な
と
感
じ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
ど
こ
で

作
ら
れ
た
プ
ロ
ダ
ク
ト
な
の
か
、
ど
う
い
う
歴
史
が
あ
っ

た
の
か
、
シ
ー
グ
ラ
ス
な
ら
ど
こ
か
ら
流
れ
着
い
た
の
か

な
ど
無
限
に
物
語
が
あ
る
。
素
材
一
つ
取
り
上
げ
た
だ
け

で
た
く
さ
ん
の
要
素
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
私
は
そ
の
魅
力

的
な
要
素
を
引
き
出
し
て
、
組
み
合
わ
せ
て
ま
た
新
し
い

も
の
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
興
味
が
あ
り
ま
す
。

｜

Ｗ
Ｓ
を
開
催
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
Ｗ
Ｓ
を
通
し
て
初
め
て
会

う
人
々
と
も
の
づ
く
り
の
時
間
を
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
か
？

Ａ　

ル
ー
ル
／
や
り
方
を
整
え
、
参
加
者
の
自
由
度
を
よ

り
拡
張
す
る
仕
組
み
を
意
識
し
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
組

み
合
わ
せ
て
貼
り
合
わ
せ
る
だ
け
、
な
ど
作
業
は
な
る
べ

く
単
純
に
し
て
い
ま
す
。
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
わ

せ
方
が
多
様
で
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
見
て
い
る
と
、
と

て
も
刺
激
に
な
り
ま
す
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
は
そ
の
人
の

も
の
で
、
そ
の
人
ら
し
さ
が
そ
こ
に
現
れ
ま
す
。
Ｗ
Ｓ
は

そ
の
発
見
に
立
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
と
て
も
面
白

い
で
す
。
Ｗ
Ｓ
に
参
加
し
て
く
れ
た
り
、
私
の
作
品
を
見

て
く
れ
た
人
が
、
新
鮮
で
新
し
い
も
の
、
今
ま
で
知
ら
な

か
っ
た
美
し
さ
に
邂
逅
す
る
、
そ
ん
な
衝
撃
を
得
る
機
会

を
提
供
で
き
れ
ば
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

｜

最
後
の
質
問
で
す
。
ご
自
身
の
作
品
が
社
会
に
と
っ
て
ど
ん
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期
待
し
ま
す
か
？

Ａ　

単
色
で
ま
と
め
る
シ
リ
ー
ズ
を
続
け
て
い
る
と
、
タ

イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
を
美
し
く
て
か
っ
こ
よ
く
美
術
作
品
と

し
て
残
し
て
い
く
。
遠
い
未
来
ま
で
作
品
が
そ
の
ま
ま
存

在
し
て
発
見
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
う
い
う
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
が
い
て
、
こ
う
い
う
美
し
い
も
の
が
あ
る
の
ね
っ
て
発

見
さ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
情
報
を
収
集
で
き
て
、

研
究
さ
れ
て
、
と
繋
が
っ
て
い
っ
て
く
れ
た
ら
面
白
い
な

と
思
い
ま
す
。

｜

今
回
お
話
を
伺
っ
て
、
八
月
二
十
三
日
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が

ま
す
ま
す
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
！
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

Ａ　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
ま
た
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

す
が
、
作
品
を
よ
く
見
て
み
る
と
調
理
器
具
の
ざ
る
や
文
房
具
の

は
さ
み
な
ど
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
日
用
品
が
使
わ
れ
て

い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
既
製
品
は
ど
の
よ
う
な
基
準

で
作
品
に
取
り
入
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ　

骨
董
市
で
手
に
入
れ
た
珍
し
い
も
の
、
何
か
わ
か
ら

な
い
け
れ
ど
面
白
い
と
感
じ
た
も
の
を
取
り
入
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
な
る
べ
く
見
た
こ
と
が
あ
っ
て
用
途
が

分
か
る
も
の
、
多
く
の
人
が
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
を

必
ず
取
り
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
私
は
既
製
品
を

素
材
と
し
て
作
品
を
制
作
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
「
芸

術
」
と
し
て
昇
華
さ
れ
、
崇
高
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
で
、
鑑
賞
者
と
の
間
に
距
離
が
で
き
て
し
ま
う
の
が

嫌
な
ん
で
す
。
私
の
作
品
の
中
の
既
製
品
は
、
本
来
の
用

途
か
ら
離
れ
、
見
慣
れ
な
い
角
度
で
鑑
賞
者
に
提
示
さ
れ

ま
す
。
鑑
賞
者
は
、
私
の
作
品
の
中
で
思
い
が
け
な
い
角

度
か
ら
既
製
品
を
見
た
と
し
て
も
、
す
で
に
そ
の
使
い
方

を
知
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
素
材
で
あ
る
既
製
品

に
つ
い
て
意
識
し
、
も
と
も
と
の
用
途
や
既
製
品
そ
の
も

の
に
つ
い
て
思
考
を
巡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
、

そ
の
意
識
の
や
り
取
り
み
た
い
な
も
の
が
作
品
を
通
し
て

で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
て
。
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
素
材
の
、
こ
の
形
、
こ
の
向
き
が
美
し
い
な
、
こ
の

素
材
の
隣
に
あ
る
と
面
白
い
見
え
方
す
る
な
、
と
素
材
が

持
ち
う
る
最
大
限
の
可
能
性
を
探
り
な
が
ら
組
み
合
わ
せ

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
鑑
賞
者
に

と
っ
て
、
思
い
が
け
な
い
角
度
か
ら
の
「
発
見
」
と
な
り
、

そ
れ
が
新
し
い
視
点
と
し
て
、
日
常
的
に
そ
の
人
の
中
に

入
っ
て
い
く
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

｜

荒
木
さ
ん
は
、
多
岐
に
わ
た
る
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
も
「
彫
刻
」

を
選
択
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
選
択
の
理
由
を
お
伺
い
し
て
も
い
い

で
す
か
？

Ａ　

な
ん
だ
ろ
う
。
彫
刻
し
か
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
他
の
選
択
肢
は
全
く
視
野
に
な
か
っ
た
で
す
。
絵
は

好
き
で
デ
ッ
サ
ン
は
で
き
る
け
ど
あ
ん
ま
り
描
こ
う
と
思

わ
な
い
。
彫
刻
で
も
、
彫
塑
と
か
人
体
作
る
と
か
も
楽
し

い
な
と
は
思
う
け
ど
自
分
で
や
ろ
う
と
は
思
わ
な
い
。
で

も
純
粋
に
彫
刻
と
し
て
の
考
え
方
や
、
も
の
を
作
る
プ
ロ

セ
ス
に
は
共
感
し
て
い
ま
す
。
彫
刻
を
制
作
す
る
上
で
の

考
え
方
は
大
事
に
し
つ
つ
、
素
材
と
し
て
の
既
製
品
や
手

法
と
し
て
の
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
な
ど
を
取
り
入
れ
て

作
品
に
し
て
い
く
と
い
う
の
が
私
の
制
作
ス
タ
イ
ル
で
す
。

A
R
T
IST
A
L
K

（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ー
ク
。）
ｖ
ｏ
ｌ
．
１

聞
き
手
　
田
中
　
裕
紀
乃

　

A
RT
IST
A
LK

は
、
地
域
の
現
代
美
術
作
家
に
学
芸

員
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
で
制
作
活
動
に
つ
い
て
お
話
を

伺
っ
て
い
く
企
画
で
す
。
第
一
回
の
ゲ
ス
ト
は
愛
知
県
在

住
の
美
術
作
家
で
あ
り
、
当
館
主
催
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

（
八
月
二
十
三
日
（
土
）
開
催
予
定
）
で
講
師
を
務
め
て

い
た
だ
く
荒
木
由
香
里
さ
ん
で
す
。

｜

荒
木
さ
ん
の
作
品
は
、
ま
ず
素
材
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
色
ご

と
に
丁
寧
に
分
類
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
ま
る
で
儀
式

の
よ
う
に
色
を
分
け
て
い
く
こ
の
工
程
は
、
制
作
プ
ロ
セ
ス
の
重

要
な
一
部
を
成
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
作
品
に
お
け

る
色
彩
の
役
割
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
い
た
だ
け
ま
す
か
？�

Ａ　

素
材
を
探
し
収
集
す
る
と
こ
ろ
か
ら
制
作
は
始
ま
り

ま
す
。
世
の
中
の
常
識
と
は
別
に
、
私
は
自
分
の
目
で
見

て
考
え
て
世
界
や
価
値
を
知
り
判
断
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
人
間
の
目
に
映
る
も
の
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
色

を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
世
界
や
本
質
を
知
る
う
え
で
と

て
も
重
要
な
要
素
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
多
様
な
色
の
中

で
も
赤
は
特
別
な
色
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
て
も
大

事
な
色
。
多
く
の
国
で
特
別
な
色
。
集
ま
り
や
す
い
色
で

も
あ
り
ま
す
。
逆
に
緑
、
紫
、
オ
レ
ン
ジ
は
全
然
集
ま
ら

な
い
で
す
。
オ
レ
ン
ジ
は
特
に
集
ま
ら
な
く
て
。
近
年
よ

う
や
く
集
ま
り
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
度
大
阪
で
個
展

（
＠
大
阪
高
島
屋
美
術
画
廊
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ　

二
〇
二
五
年
五
月
二
十
八
日
～
六
月
九
日
）
が
あ
る
の
で

す
が
そ
こ
で
は
初
め
て
ベ
ー
ジ
ュ
で
作
品
を
作
り
ま
し
た
。

私
は
な
る
べ
く
フ
ラ
ッ
ト
な
目
線
で
色
を
集
め
て
作
品
を

作
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
。
例

え
ば
多
様
な
赤
が
あ
る
は
ず
な
の
に
、
私
が
赤
を
集
め
る

と
な
ぜ
か
全
部
同
じ
赤
が
集
ま
っ
て
し
ま
う
。
私
に
と
っ

て
こ
れ
は
結
構
事
件
で
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
単
色
の
シ

リ
ー
ズ
に
は
私
が
思
う
赤
じ
ゃ
な
く
て
、
赤
と
表
記
さ
れ

て
売
っ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
り
、
誰
か
が
赤
だ
と
い
っ
た

も
の
だ
っ
た
り
、
私
が
違
う
と
思
っ
て
も
そ
れ
を
取
り
入

れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
変
え
て
、
い
ろ
ん
な
赤
が
あ
る
と

い
う
の
を
確
か
め
る
た
め
に
始
め
ま
し
た
。
私
の
作
品
は
、

色
で
別
れ
て
い
る
か
ら
心
理
テ
ス
ト
的
な
感
じ
で
み
ん
な

語
る
こ
と
が
違
う
の
が
す
ご
く
面
白
い
。
私
の
場
合
は
な

ぜ
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
赤
や
ピ
ン
ク
は
作
っ
て
い
る
と

き
に
す
ご
く
元
気
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
す
。
目
に
鮮
や
か

な
も
の
は
心
に
い
い
ん
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）

｜
荒
木
さ
ん
の
作
品
は
、
カ
ラ
フ
ル
で
華
や
か
な
印
象
が
あ
り
ま

EVENT INFORMATION

「でこでこでこぼこカップケーキを作ろう！」

岡崎市美術博物館は改
修工事休館中のアウト
リーチ展開事業として、
館外でのワークショッ
プを開催いたします。
自分だけの特別で新し
いカップケーキを是非
一緒に作りましょう！

詳細は
こちら

▶

申し込みは
こちら

▶

PROFILE
あらき・ゆかり

三重県生まれ。名古屋芸術大学
美術学部造形科造形選択コース
卒業。現代美術作家。主に身の
回りにある装飾品や日用品など
様々な素材を組み合わせて再構
成するアッサンブラージュとい
う手法で作品を制作する。
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連
載

本
多
家
の
家
臣
団　

５　
〈
本
多
忠
勝
の
家
臣
団
⑤
〉

湯
谷
　
翔
悟

後
今
川
氏
真
に
仕
え
、
同
一
二
年
に
再
び
家
康
方
に
復
帰
し
、

本
多
忠
勝
に
附
属
さ
れ
た
。
そ
の
後
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）

長
篠
の
戦
い
の
軍
功
に
よ
り
、
遠
州
植
松
村
に
二
〇
貫
の
知

行
を
与
え
ら
れ
た
と
記
さ
れ
る
。
都
筑
氏
が
知
行
五
〇
〇
貫

を
有
す
る
の
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
。

『
寛
政
譜
』
に
は
続
け
て
、
本
多
忠
勝
が
、
慶
長
六
年
に

真
綱
に
二
〇
〇
〇
石
の
知
行
を
与
え
、
代
わ
り
に
家
康
か
ら

与
え
ら
れ
た
二
〇
貫
の
知
行
を
返
上
さ
せ
た
こ
と
を
記
し
て

い
る
。
真
綱
は
こ
れ
に
不
満
を
抱
き
、
二
年
後
に
息
子
の
則

綱
を
本
多
家
に
留
め
て
、
自
分
は
三
州
浦
部
村
に
潜
居
し
た

と
あ
る
。
知
行
二
〇
〇
〇
石
と
い
う
の
は
、
家
老
級
の
大
身

御
附
人
に
匹
敵
す
る
栄
転
で
あ
る
。
一
方
で
家
康
か
ら
の
知

行
を
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
本
多
家
の
家
臣
に
な
る
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
真
綱
に
と
っ
て
は
大
出
世
よ
り
、

家
康
直
臣
で
あ
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

表
で
は
渡
辺
半
兵
衛
の
知
行
が
四
〇
〇
石
と
な
っ
て
い
る
。

『
寛
政
譜
』
の
記
述
と
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
判
断
で
き
な
い

が
、
い
ず
れ
も
正
し
い
と
仮
定
し
、
真
綱
が
本
多
家
を
去
っ

た
の
ち
、
則
綱
に
与
え
ら
れ
た
知
行
が
四
〇
〇
石
だ
っ
た
と

み
る
こ
と
も
で
き
る
。

梶
氏
の
家
譜
に
は
、「
八
人
は
本
多
家
を
去
り
、
御
家
一

〈
承
前
〉
家
老
級
か
ら
一
兵
卒
ま
で
広
範
に
存
在
し
た
御

附
人
で
あ
る
が
、「
家
康
公
の
直
臣
」
と
い
う
矜
持
は
全
体

に
通
底
す
る
意
識
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
多
家
が
桑
名
に
転
封
し
た
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）、

御
附
人
八
人
が
本
多
家
を
離
れ
、
旗
本
に
復
帰
を
主
張
す
る

と
い
う
大
事
件
が
発
生
し
た
。
中
に
は
都
筑
・
梶
・
本
多
な

ど
の
大
身
御
附
人
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
様
に
旗
本

復
帰
を
志
向
し
た
事
例
は
、
井
伊
家
の
近
藤
や
榊
原
家
の
中

根
・
村
上
・
原
田
な
ど
他
家
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
御
附
人
か
ら
旗
本
へ
の
復
帰
は
、
独
立
し
た
力

を
有
す
る
＝
自
律
性
の
高
い
家
に
特
有
の
事
象
と
さ
れ
る
が
、

本
多
家
の
事
例
を
見
る
と
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
都
筑
家

伝
来
の
史
料
（
写
真
、
当
館
蔵
）
に
記
載
の
御
附
人
と
知
行

高
を
見
る
と
、
慶
長
六
年
に
本
多
家
を
離
れ
よ
う
と
し
た
八

人
の
知
行
に
は
開
き
が
あ
る
。
こ
の
史
料
を
ど
こ
ま
で
信
頼

す
る
か
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
比
較
で
き
る
記

述
が
、『
寛
政
譜
』
の
渡
辺
半

兵
衛
真
綱
条
に
あ
る
。

渡
辺
真
綱
は
永
禄
四
・
五
年

（
一
五
六
一
・
二
）
の
三
河
一
向

一
揆
で
家
康
に
敵
対
し
、
そ
の

筋
の
御
奉
公
仕
り
た
き
旨
を
願
い
奉
り
候
と
こ
ろ
、
い
ず
れ

も
御
許
容
に
て
、
御
旗
本
へ
帰
参
仰
せ
付
け
ら
れ
」
と
、
あ

た
か
も
〝
円
満
退
職
〟
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
る
が
、
実
際
は

ど
う
も
違
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
長
六
年
に
本
多
家
を
離
れ

た
都
筑
・
桜
井
な
ど
は
、『
寛
政
譜
』
で
は
「
故
有
り
て
」

と
の
み
記
し
口
を
噤
む
。
し
か
し
い
ず
れ
も
一
度
蟄
居
な
ど

し
て
お
り
、
即
座
に
旗
本
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
井
伊
家
の

近
藤
秀
用
も
同
様
に
記
し
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
御
附
人
に

共
通
の
状
況
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
多
家
を
離
れ
た
桜

井
勝
成
も
、『
寛
政
譜
』
に
「
不
義
に
て
し
り
ぞ
」
い
た
と

本
多
忠
政
に
言
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
御
附

人
は
、
家
康
家
臣
団
編
成
の
一
角
で
あ
り
、
配
属
は
家
康
の

意
向
に
よ
る
。
そ
れ
に
反
対
し
て
旗
本
復
帰
を
願
う
と
い
う

以
上
、
円
満
に
い
か
な
く
て
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で

も
御
附
人
は
家
康
直
臣
で
あ
る
こ
と
に
拘
っ
た
。

な
お
、
慶
長
六
年
に
旗
本
復
帰
を
願
っ
た
中
で
、
梶
金
平

だ
け
は
、
家
康
の
「
思
し
召
し
」
を
請
け
て
翻
意
し
、
本
多

家
に
残
っ
た
。
代
わ
り
に
梶
は
「
上
意
」
に
よ
り
従
五
位
下

淡
路
守
に
叙
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
梶
は
位
階
の
上
で
は
、

附
属
先
の
本
多
忠
勝
と
並
ん
だ
こ
と
に
な
る
。�

〈
続
〉

名 知行(石) 備考
都筑弥左衛門 3,000 後500石加増
長坂太郎左衛門 3,000

松下三十郎 2,500 後1,000石加増下野守へ付
梶金平 2,500
河合又五郎 2,000
山口加平次 2,000 ■■守へ付
三浦竹蔵 1,500
松下久左衛門 1,500
長坂血鑓 1,500
長坂甚平 1,500
本多三弥左衛門 1,000 旗本復帰
福尾淡路 1,000
多門伝十郎 1,000
松下源五郎 1,000
依田内蔵助 1,000 旗本復帰
大原作之右衛門 1,000 淡路守へ付
原田九郎左衛門 1,000 松下九郎左衛門事
向坂与五右衛門 800 後200石加増
大野吉右衛門 800 源三兵衛先祖
山本唯右衛門 800 出雲守へ付
大原物右衛門 800 出雲守へ付
桜井庄之助 700 旗本復帰
伊奈市左衛門 700
勝屋甚五兵衛 500
中根五助 500
本多平三郎 500
内藤平十郎 500
大屋吉大夫 500 小隼人事
本多甚六 500
植村庄蔵 500 与三郎先祖
渡辺半兵衛 400 旗本復帰
土屋甚助 400
阿佐美清兵衛 300
小野弥三郎 300
植村土佐 300
蜂須加彦助 250
中村与惣 250
日置小左衛門 250
小泉孫八郎 250
近藤八右衛門 200
大兼彦市 100
渡辺墨右衛門 記載なし
小坂助六 記載なし 旗本復帰
江原与右衛門 記載なし 旗本復帰
新屋清右衛門 不明
影山弥三郎 不明
大原与右衛門 不明
荒川甚太郎 不明
小野田与市 不明
二橋藤大夫 不明
柴田五郎右衛門 不明
下里藤八郎 不明
松下七兵衛 不明 源之進先祖
永田覚左衛門 不明
内藤源太左衛門 不明

永禄九丙寅年　従家康公本多中務大輔忠勝江御附被遊候御家人

上記史料の御附人一覧
＊太字が旗本に復帰を願った家

（都築は本多家を離れたがのちに再仕官）
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「
ひ
ら
い
て
、
む
す
ん
で
展
」
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
採
録

�

今
泉　

岳
大　

昨
年
度
開
催
し
た
企
画
展
「
ひ
ら
い
て
、
む
す
ん
で
」

（
二
〇
二
四
年
四
月
十
三
日
～
六
月
十
六
日
）
の
関
連
事
業

と
し
て
出
展
作
家
の
手
塚
愛
子
氏
と
豊
田
市
美
術
館
学
芸
員

の
天
野
一
夫
氏
を
招
い
て
実
施
し
た
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
「
開

い
た
り
閉
じ
た
り　

そ
し
て
勇
気
に
つ
い
て
（
２
）」
を
採

録
し
た
も
の
で
す
。

本
展
で
は
当
館
収
蔵
品
を
含
め
、「
ひ
ら
く
」「
む
す
ぶ
」

と
い
う
視
点
か
ら
絵
画
や
彫
刻
、
映
像
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
二
十
二
名
の
美
術
作
家
に
よ
る
作
品
を
紹
介
し

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
日
本
と
ド
イ
ツ
で
活
動
す
る
美
術
作

家
で
あ
る
手
塚
愛
子
氏
は
本
展
の
核
と
な
る
作
家
と
し
て
、

収
蔵
品
を
含
め
過
去
作
か
ら
最
新
作
を
回
顧
的
に
展
示
し
ま

し
た
。
本
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
で
は
手
塚
氏
の
作
品
を
長
年
見

て
こ
ら
れ
た
天
野
氏
と
と
も
に
、
手
塚
氏
の
こ
れ
ま
で
の
活

動
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
作
品
に
つ
い
て
、
ま
た
作
品
の

キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
広
が
る
文
化
や
歴
史
、
美
や
様
式
な
ど
に

つ
い
て
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

手
塚
氏
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
歩
み
と
そ
の
視
点
か
ら

見
て
い
る
も
の
、
天
野
氏
の
学
芸
員
・
研
究
者
と
し
て
の
視

点
や
考
え
、
そ
こ

に
は
は
っ
と
す
る

も
の
の
見
方
や
、

体
感
と
し
て
の
美

術
の
歴
史
、
美
に

触
れ
る
感
覚
、
そ

の
リ
ア
リ
テ
ィ
が

語
ら
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
自
身
、
聞

き
手
と
し
て
登
壇

し
て
い
た
も
の
の
、

本
稿
を
書
き
起
こ

す
中
で
新
た
な
気

づ
き
や
学
び
が
あ

り
ま
し
た
。

研
究
紀
要
紹
介

「
こ
ど
も
学
芸
員
」
実
施
報
告

�

山
下　

葵　

昨
年
度
の
展
覧
会
「
Ｑ
ｕ
ｉ
ｚ
Ｋ
ｎ
ｏ
ｃ
ｋ
と
巡
る
江
戸

東
京
博
物
館
展
」
の
会
期
中
に
実
施
し
た
「
こ
ど
も
学
芸

員
」
は
、
小
学
四
年
生
～
六
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
学
芸
員

の
お
仕
事
を
体
験
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
、
岡
崎
市
で
は
初
め
て

の
取
り
組
み
で
す
。

こ
ど
も
学
芸
員
に
任
命
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
三
日
間

に
わ
た
り
美
術
博
物
館
の
役
割
や
学
芸
員
の
仕
事
に
つ
い
て

体
験
し
な
が
ら
学
び
ま
し
た
。
普
段
は
見
る
こ
と
の
で
き
な

い
美
術
博
物
館
の
裏
側
を
見
る
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
ツ
ア
ー
、
掛

軸
や
巻
物
な
ど
の
資
料
の
取
り
扱
い
の
体
験
、
実
際
の
展
示

ケ
ー
ス
に
資
料
を
展
示
し
て
み
る
体
験
な
ど
、
多
岐
に
わ
た

る
学
芸
員
の
仕
事
を
体
験
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
ま
し

た
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
は
展
示
さ
れ
て
い
る
資
料
・
作
品

か
ら
お
気
に
入
り
の
も
の
を
ひ
と
つ
選
び
、
そ
れ
に
つ
い
て

調
べ
た
こ
と
や
気
に
入
っ
た
と
こ
ろ
な
ど
を
、
実
際
に
来
館

し
た
お
客
様
の
前
で
発
表
す
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
に
も
挑

戦
。
参
加
し
た
子
ど
も
た
ち
は
楽
し
み
な
が
ら
積
極
的
に
活

動
に
取
り
組
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
こ
ど
も
学
芸
員
の
詳
細
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容

だ
け
で
な
く
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー

ク
準
備
の
進
め
方
や
、
開
催
後
に
実
施
し
た
参
加
者
本
人
と

保
護
者
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果

の
分
析
な
ど
を

と
お
し
て
、
こ

ど
も
学
芸
員
の

活
動
内
容
を
詳

し
く
紹
介
し
て

い
ま
す
。
な
お
、

当
館
で
は
今
後

も
こ
ど
も
学
芸

員
を
実
施
し
て

い
く
予
定
で
す
。

資
料
紹
介
：
岡
崎
の
刀
匠
筒
井
清
兼

�

安
本　

翔
音　

本
稿
は
令
和
五
年
度
に
寄
贈
を
受
け
た
、
昭
和
期
に
活
動

し
て
い
た
岡
崎
の
刀
工
で
あ
る
筒
井
清
兼
の
資
料
群
に
つ
い

て
記
し
た
も
の
で
す
。

筒
井
家
は
江
戸
時
代
か
ら
岡
崎
市
材
木
町
で
続
く
鍛
冶
屋

で
、
清
兼
は
戦
時
中
に
は
市
内
戸
崎
町
で
県
内
の
陸
軍
将
校

の
軍
刀
を
作
り
、
戦
後
に
は
戸
崎
町
や
長
久
手
市
で
多
く
の

刀
を
鍛
刀
し
、
晩
年
に
は
、
愛
知
県
無
形
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
作
っ
た
刀
は
、
熱
田
神
宮
、
猿
投

神
社
、
伊
賀
八
幡
宮
な
ど
に
も
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
資
料
群
に
は
、
清
兼
の
作
っ
た
刀
や
鍔
だ
け
で
は
な
く
、

作
刀
時
の
道
具
や
写
真
、
衣
装
、
押
形
帳
、
記
録
帳
な
ど
が

含
ま
れ
ま
す
。
刀
は
昭
和
十
四
年
に
清
兼
が
刀
展
で
初
受
賞

し
た
も
の
で
特
別
な
思
い
入
れ
を
感
じ
る
も
の
で
す
。
押
形

帳
や
記
録
帳
は
清
兼
が
鍛
刀
し
た
時
の
記
録
を
長
年
書
き
記

し
、
集
め
た
も
の
で
、
鍛
刀
の
過
程
を
追
え
る
も
の
と
し
て

貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
本
稿
で
は
、
主
に
記
録

帳
の
中
身
の
分
析
を
行
い
ま
し
た
。
で
き
あ
が
っ
た
刀
の
感

想
や
研
師
の
評
な
ど
も
書
か
れ
て
お
り
、
刀
鍛
冶
や
そ
の
周

囲
の
人
々
の
想
い
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
大
変
興
味
深
い
も

の
で
す
。

本
稿
の
執
筆
に
留
ま
ら
ず
、
今
後
も
本
資
料
群
の
調
査
・

活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
市
内
や
近
隣
の
調
査
を
よ
り
一
層

進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

企画展『ひらいて、むすんで』関連イベント
「開いたり閉じたり　そして勇気について（２）」
岡崎市美術博物館１階セミナールームにて

掛軸の取り扱いを体験する子どもたち

筒井清兼画像
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額
田
郡
物
産
陳
列
所

�

開
所
記
念
展
覧
会

伊
藤
　
久
美
子

額
田
郡
物
産
陳
列
所
は
、
一
九
一
三
年

（
大
正
二
）
の
竣
工
で
あ
る
。
同
年
に
同
じ
岡

崎
町
大
字
明
大
寺
西
浦
（
現
在
の
岡
崎
市
朝

日
町
）
の
敷
地
内
に
正
対
し
て
建
て
ら
れ
た

額
田
郡
公
会
堂
と
と
も
に
、「
岡
崎
の
二
大
建

築
」
と
し
て
『
建
築
画
報
（
大
正
二
年
一
一

月
号
）』
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
当
時
と

し
て
は
珍
し
い
ス
マ
ー
ト
な
物
産
陳
列
所
と

し
て
注
目
を
浴
び
て
い
た
。
愛
知
県
知
事
松

井
茂
の
額
田
郡
巡
視
先
の
一
つ
に
も
、
建
築

中
の
額
田
郡
物
産
陳
列
所
が
含
ま
れ
て
い
る
。

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
全
国
的
に
建
設

さ
れ
た
物
産
陳
列
所
は
、
地
域
社
会
の
殖
産

振
興
を
主
目
的
と
し
た
施
設
で
あ
っ
た
。
建

物
の
特
徴
と
し
て
は
、
採
光
を
意
識
し
た
内

部
空
間
と
す
る
こ
と
、
公
会
堂
と
併
設
し
て

い
る
場
合
が
多
い
こ
と
、
公
園
内
に
建
て
ら

れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
る
と
、
額
田
郡
内
の
農
業
・
工
業
・
商

業
を
は
じ
め
と
す
る
産
業
の
振
興
と
発
展
の

た
め
に
設
置
さ
れ
た
額
田
郡
物
産
陳
列
所
は
、

内
部
が
間
仕
切
り
の
な
い
一
室
の
空
間
か
ら

な
り
、
天
井
下
の
壁
に
四
葉
状
の
採
光
窓
を
、

妻
壁
に
も
明
か
り
確
保
の
た
め
窓
を
配
し
て

お
り
、
施
設
の
特
徴
を
よ
く
残
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

額
田
郡
物
産
陳
列
所
で
は
、
郡
内
の
物
産

や
産
業
の
発
展
に
参
考
と
な
る
物
品
を
陳
列

し
て
公
衆
に
観
覧
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

各
種
の
陳
列
会
、
展
覧
会
を
お
こ
な
っ
た
。

一
九
一
五
年
四
月
一
五
日
か
ら
五
月
五
日
に

か
け
て
は
、
物
産
陳
列
所
開
所
記
念
と
し
て

の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
詳
細

を
定
め
た
「
開
所
記
念
展
覧
会
規
則
」
に
よ

れ
ば
、
出
品
者
は
額
田
郡
内
現
住
者
に
限
り
、

出
品
物
は
生
糸
及
び
紡
績
糸
、
織
物
、
石
製

品
、
金
属
製
品
、
木
竹
製
品
の
五
項
目
、
郡

内
産
も
し
く
は
郡
内
現
住
者
所
有
の
工
場
で

生
産
さ
れ
た
も
の
に
限
る
、
と
あ
る
。
出
品

に
対
し
て
は
一
等
賞
か
ら
三
等
賞
、
褒
状
の

四
種
の
褒
賞
が
審
査
さ
れ
て
、
展
覧
会
開
会

翌
日
の
一
六
日
に
行
わ
れ
た
褒
賞
授
与
式
で

出
品
者
に
賞
品
と
賞
状
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。

写
真
の
賞
牌
は
、
そ
の
際
の
記
念
品
と
推
定

さ
れ
て
い
る
銅
製
の
メ
ダ
ル
で
あ
る
。
銅
製

な
の
で
三
等
賞
の
も
の
な
の
か
。
ほ
か
に
関

連
資
料
が
知
ら
れ
て
な
い
た
め
、
そ
れ
は
定

か
で
は
な
い
。

NEW FACE

�

井
原
　
凜
　

今
年
度
か
ら
新
し
く
美
術
博
物
館
の
学
芸

員
に
着
任
い
た
し
ま
し
た
、
井
原
凜
と
申
し

ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
生
ま
れ
は
福
岡
県
で
す
が
、転
勤
族
だ
っ

た
た
め
各
地
を
転
々
と
し
て
い
ま
し
た
。
岡

崎
に
は
就
活
の
時
に
初
め
て
訪
れ
た
、
岡
崎

初
心
者
で
す
。
美
味
し
い
も
の
が
大
好
き
な

の
で
、
お
す
す
め
の
お
店
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ

教
え
て
く
だ
さ
い
！

大
学
で
は
主
に
江
戸
時
代
の
日
本
絵
画
に

つ
い
て
学
ん
で
お
り
、
特
に
浮
絵
や
洋
風
画

と
い
っ
た
西
洋
か
ら
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら

れ
る
日
本
絵
画
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
し

た
。
絵
を
見
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
歌
舞
伎

鑑
賞
も
好
き
で
、
学
生
時
代
は
お
財
布
と
相

談
し
な
が
ら
度
々
歌
舞
伎
座
に
足
を
運
ん
で

い
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
岡
崎
市
に
関
し
て
も
学
芸
員
と

し
て
も
新
米
で
勉
強
中
の
身
で
は
あ
り
ま
す

が
、
多
く
の
人
に
岡
崎
市
の
魅
力
を
伝
え
ら

れ
る
よ
う
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

原
林
　
基
昭
　

今
年
度
四
月
か
ら
美
術
博
物
館
副
館
長
に

着
任
い
た
し
ま
し
た
原
林
と
申
し
ま
す
。
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
三
十

年
以
上
岡
崎
市
の
行
政
に
携
わ
っ
て
き
ま
し

た
が
、
美
術
に
関
す
る
配
属
は
、
美
術
館
で

一
年
間
配
属
さ
れ
て
以
来
で
、
美
術
博
物
館

は
初
め
て
と
な
り
ま
す
。
美
術
館
は
個
人
や

団
体
主
催
に
よ
る
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
貸
出
で

す
が
、
美
術
博
物
館
で
は
貴
重
な
収
蔵
品
の

展
示
や
企
画
展
の
開
催
が
主
で
あ
り
、
配
属

す
る
学
芸
員
の
創
意
工
夫
に
よ
る
企
画
で
、

当
館
収
蔵
品
は
も
と
よ
り
、
全
国
に
あ
る
貴

重
な
美
術
品
を
お
借
り
し
て
実
現
す
る
こ
と

の
で
き
る
展
覧
会
な
ど
を
開
催
し
、
市
民
の

皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
く
機
会
を
提
供
し
て
お

り
ま
す
。
美
術
博
物
館
は
改
修
工
事
に
よ
り

現
在
閉
館
し
て
お
り
ま
す
が
、
令
和
八
年
七

月
頃
に
は
再
オ
ー
プ
ン
の
予
定
で
す
。
今
後

と
も
市
民
に
愛
さ
れ
る
美
術
博
物
館
を
目
指

し
て
ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

【重要文化財】旧額田郡物産陳列所
2000 年撮影。文化財指定直後に外壁を塗り直
したばかりの姿。

開所記念展覧会賞牌
中央に物産陳列所がデザインされ
ている。直径 5.5cm。
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設備改修工事のため、岡崎市美術博物館は
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みなさんは美術館や博物館に訪れた際には何を見ますでしょ
うか。愚問でしたね。展示されている作品や資料に決まってい
ます。ところが、最近私たちは違うところを意識して見ていま
した。床や壁です。意外と館によって色や素材に違いがあるの
です。当館の展示室の床や壁の色は覚えていますか？覚えてい
た方はすごい。今回の工事では、展示室内の色が変わります。
改修工事明けの展覧会では、あ、変わったんだ～とニタニタし
ながら見てみてくださいね。もちろん、展示品のついでで。
� （安本）

今なにしているの？　その３

　

開
館
し
て
い
る
と
き
で
さ
え
、
具
体
的
に
ど
ん
な
仕
事
を
し

て
い
る
の
か
見
え
づ
ら
い
私
た
ち
美
術
博
物
館
の
職
員
は
、
工

事
休
館
中
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か

外
か
ら
は
わ
か
り
に
く
い
。
今
、
美
術
博
物
館
で
働
く
私
が
ど

ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
そ
の
一
端
を
紹
介
し
た
い
。

　

現
在
準
備
真
っ
只
中
の
仕
事
の
一
つ
に
八
月
二
十
三
日
（
土
）

に
康
生
町
のN

E
K

K
O

 O
K

A
ZA

K
I

で
開
催
予
定
の
「
で
こ

で
こ
で
こ
ぼ
こ
カ
ッ
プ
ケ
ー
キ
を
作
ろ
う
！
」
と
い
う
イ
ベ
ン

ト
が
あ
る
。
こ
れ
は
休
館
中
の
当
館
が
、
街
中
に
出
向
い
て
情

報
発
信
及
び
教
育
普
及
活
動
を
行
う
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
展
開
事
業

「
と
び
だ
せ
！
び
は
く
」
の
一
環
で
、
現
代
作
家
の
荒
木
由
香

里
氏
を
講
師
に
招
い
て
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。
荒
木
氏

の
制
作
手
法
で
あ
る
ア
ッ
サ
ン
ブ
ラ
ー
ジ
ュ
（
寄
せ
集
め
る
、

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
意
）
と
い
う
手
法
を
参
考
に
し
て
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
カ
ッ
プ
ケ
ー
キ
型
オ
ブ
ジ
ェ
を
制
作
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
当
館
の
認
知
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
教
育
普
及

の
場
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
試
み
で
あ
る
。

　

今
年
か
ら
担
当
と
な
っ
た
業
務
の
一
つ
に
、
本
誌A

R
C

A
D

IA
 

の
編
集
業
務
が
あ
る
。
実
は
前
か
ら
や
っ
て
み
た
い
仕
事
の
一
つ

で
、念
願
か
な
っ
て
（
？
）
担
当
と
な
り
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
。

こ
の
業
務
で
最
も
難
関
な
の
は
執
筆
者
た
ち
か
ら
期
日
内
に
原

稿
を
集
め
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
中
で
も
最
も
素
行
が
悪

く
提
出
期
限
を
守
れ
な
い
常
習
犯
で
あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
機
に
改

め
た
い
。
自
分
の
こ
と
は
棚
に
上
げ
、
執
筆
者
た
ち
か
ら
は
厳
し

く
入
稿
の
催
促
を
し
て
い
き
た
い
所
存
で
あ
る
。（
笑
）

　

ま
た
、
大
事
な
仕
事
の
一
つ
と
し
て
、
収
蔵
作
品
の
修
復
業

務
が
あ
る
。
岡
崎
市
の
財
産
で
あ
る
当
館
の
収
蔵
作
品
を
大
切

に
保
管
し
百
年
先
の
未
来
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
重
要
な
業

務
で
あ
る
。
普
段
の
作
品
点
検
の
な
か
で
問
題
が
発
覚
し
た
作

品
を
順
番
に
修
復
し
て
く
。
修
復
の
業
務
は
専
門
の
修
復
家
に

依
頼
し
て
行
う
の
だ
が
、
こ
の
専
門
家
を
見
つ
け
る
作
業
も
ま

た
一
苦
労
で
あ
る
。
収
蔵
品
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
専
門
家
が
い
る
た
め
適
し
た
専

門
家
を
見
つ
け
て
く
る
こ
と
か
ら
仕
事

が
始
ま
る
。
修
復
業
務
は
作
品
に
よ
っ

て
業
務
内
容
が
全
く
異
な
る
。
人
間
も

不
調
を
感
じ
る
と
医
療
機
関
に
出
向
き

薬
を
処
方
し
て
も
ら
う
よ
う
に
、
作
品

も
そ
れ
ぞ
れ
の
不
調
に
合
わ
せ
専
門
家

に
処
置
を
し
て
も
ら
う
。
作
品
は
人
間

と
違
っ
て
自
ら
不
調
を
訴
え
て
く
れ
な

い
の
で
我
々
学
芸
員
が
普
段
の
点
検
業

務
か
ら
不
調
に
耳
を
澄
ま
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
田
中
）

　

昨
秋
か
ら
始
ま
っ
た
改
修
工
事
が

延
々
と
続
い
て
お
り
ま
す
。
自
身
は
勤

続
年
数
が
長
い
た
め
工
事
に
よ
る
休
館

は
、
今
回
で
三
度
目
に
な
り
ま
す
。
こ

れ
ま
で
に
工
事
進
行
中
の
館
内
で
仕
事

を
す
る
と
い
う
困
難
さ
は
た
っ
ぷ
り
と

経
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
つ
も
り
で
し

た
。
が
、
今
回
は
単
に
、
博
物
館
内
外

に
わ
た
る
大
規
模
な
工
事
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
春
冷
え
の
最
中
の
空
調
停
止
、

大
騒
音
に
突
然
の
爆
音
、
微
妙
な
揺
れ

を
感
じ
続
け
る
振
動
、
降
雨
の
度
に
館

内
に
雨
漏
り
は
な
い
か
の
危
惧
な
ど
、
普

通
に
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
を
す
る
に
し
て
も
こ

れ
は
何
か
の
苦
行
な
の
か
と
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
ダ
ダ
さ
が
り
の
環
境
下
で
過
ご

し
て
い
ま
す
。

　

学
芸
員
と
い
う
と
展
覧
会
と
み
ら
れ

が
ち
で
す
が
、
自
身
は
資
料
整
理
に
重

き
を
置
い
て
従
事
し
て
き
た
の
で
、
展

覧
会
が
な
い
休
館
中
に
滞
っ
て
い
る
未

整
理
資
料
を
片
付
け
る
ぞ
ー
っ
と
予
定

し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
う
は
工
事
が
許
さ

な
い
。
工
事
の
影
響
を
受
け
る
資
料
の

大
移
動
と
保
管
、
そ
れ
に
伴
う
収
蔵
庫

環
境
の
維
持
に
四
苦
八
苦
、
資
料
物
品

の
移
動
で
ほ
ぼ
す
べ
て
の
部
屋
は
塞
が

れ
資
料
を
広
げ
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ぬ
、

そ
れ
で
も
わ
ず
か
な
ス
ペ
ー
ス
で
資
料

整
理
を
挙
行
し
、
そ
の
間
隙
を
縫
っ
て

新
収
蔵
品
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入
に
向
け

て
の
デ
ー
タ
入
力
。
旧
岡
崎
市
郷
土
館

の
担
当
も
長
か
っ
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
貯

め
こ
ま
れ
た
先
輩
諸
氏
の
遺
産
の
見
極

め
、
工
事
終
了
後
の
資
料
の
戻
し
と
収

蔵
庫
の
復
旧
に
つ
い
て
も
検
討
に
入
っ
て

い
ま
す
。
加
え
て
来
春
に
収
蔵
ひ
な
人

形
を
活
用
し
て
の
ひ
な
ま
つ
り
を
館
外

で
企
画
中
で
す
。

　

休
館
中
ヒ
マ
し
て
る
で
し
ょ
？
と
問
い

か
け
る
皆
さ
ま
、
工
事
進
行
中
の
美
術

博
物
館
内
で
の
職
場
体
験
は
い
か
が
で

す
か
。
お
席
を
用
意
し
て
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。（
伊
藤
）

準備中のワークショップの
お申し込みはこちらから


