
令和3年1月23日（土）

山梨県立博物館 小畑茂雄

令和2年度 かいじあむ古文書講座 第8回



はじめに

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

学
芸
員
の
小
畑
で
す
。

令
和
３
年
最
初
の
今
回
も
、

「
お
う
ち
で
古
文
書
講
座
」

と
し
て
、
「
く
ず
し
字
」
の

世
界
を
み
な
さ
ん
と
楽
し
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

講師近影
シンボル展「強請祈願とや
まなしの雨乞い」を開催中
です。



今回は年賀状を読む

タ
イ
ト
ル
画
面
の
緑
の
な
か
に
た

た
ず
む
記
念
碑
の
よ
う
な
も
の
。

こ
れ
は
富
士
身
延
鉄
道
（
現
在
の

Ｊ
Ｒ
身
延
線
）
の
建
設
に
功
労
の

あ
っ
た
人
々
の
顕
彰
碑
で
す
。
小

野
金
六
・
耕
一
親
子
、
根
津
嘉
一

郎
、
堀
内
良
平
、
河
西
豊
太
郎
、

小
泉
日
慈
と
、
主
に
「
甲
州
財

閥
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
は
１
月
ら
し
く
、

彼
ら
「
甲
州
財
閥
」
の
人
々
（
小

泉
は
身
延
山
法
主
で
す
が
）
が
記

し
た
「
年
始
の
書
簡
」
に
つ
い
て

読
ん
で
ま
い
り
ま
す
。



まずは「甲州財閥」について

簡
単
に
「
甲
州
財
閥
」
に
つ
い

て
触
れ
ま
す
と
、
明
治
か
ら
戦

前
に
か
け
て
、
鉄
道
や
電
力
事

業
に
投
資
し
て
、
東
京
や
全
国

有
数
の
存
在
と
な
っ
た
投
資

家
・
実
業
家
と
い
っ
た
人
々
で

す
。
主
に
東
京
馬
車
鉄
道
や
東

京
電
燈
を
手
中
と
し
た
若
尾
逸

平
、
甲
武
鉄
道
（
現
在
の
中
央

線
）
や
全
国
軽
便
鉄
道
チ
ェ
ー

ン
で
あ
る
大
日
本
軌
道
を
経
営

し
た
雨
宮
敬
次
郎
が
代
表
格
と

い
え
ま
す
。



まずは「甲州財閥」について

そ
の
ほ
か
左
の
よ
う
な
人
物
た

ち
が
お
り
ま
す
。
常
設
展
示
内

「
巨
富
を
動
か
す
」
で
も
紹
介

し
て
い
る
人
物
も
お
り
ま
す
。

小野金六 韮崎市出身。富士製紙や富士身延鉄
道などを経営し、富士北麓開発に先鞭を付けた若尾や
雨宮とともに挙げられる実力者。

根津嘉一郎 山梨市出身。東武鉄道の経営で知ら
れる「鉄道王」。根津美術館につながる美術品収集や
茶人としても著名な文化人。

小林一三 韮崎市出身。阪急・宝塚グループを
実質的に創業した人物。大衆文化時代を築き、根津同
様美術品収集や茶人としても著名。

堀内良平 笛吹市出身。東京のバス事業や富士
北麓開発に先鞭を付けた人物。

河西豊太郎 南アルプス市出身。山梨交通などの
交通事業に携わり、根津美術館設立にも尽力。

早川徳次 笛吹市出身。日本で最初の地下鉄を
実現させた「地下鉄の父」。
彼ら人物らの交流を示す写真が次の頁のものです。



河
西

早
川

根
津



・
小
野
金
六
書
簡

（
若
尾
謹
之
助
宛
）

で
は
、
こ
ち
ら
の
資
料
を

読
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
ち
ら
は
小
野
金
六
か
ら

若
尾
家
三
代
目
の
謹
之
助

に
あ
て
た
書
簡
で
す
。

お
手
元
に
紙
や
ノ
ー
ト
、

あ
る
い
は
パ
ソ
コ
ン
な
ど

の
ソ
フ
ト
を
ご
用
意
し
て

い
た
だ
き
、
次
の
ペ
ー
ジ

の
虫
食
い
だ
ら
け
の
解
読

文
を
穴
埋
め
し
て
く
だ
さ

い
。



敬
復

愈
御
隆
昌
奉
南
山
候
、

陳
ハ
御
国
産
枯
露

柿
御
年
甫
と
し
て

澤
山
ニ
御
恵
贈
被

成
下
難
有
拝
受
仕
候
、

不
取
敢
御
芳
志
御
厚

禮
礼
迄
申
上
度
如
此

御
坐
候

拝
具

大
正
八
年
一
月
五
日

小
野
金
六

若
尾
謹
之
助
様

【
次
ペ
ー
ジ
は
講
師
の
正
答
案
で
す
。
】



敬
復

愈
御
隆
昌
奉
南
山
候
、

陳
ハ
御
国
産
枯
露

柿
御
年
甫
と
し
て

澤
山
ニ
御
恵
贈
被

成
下
難
有
拝
受
仕
候
、

不
取
敢
御
芳
志
御
厚

禮
迄
申
上
度
如
此

御
坐
候

拝
具

大
正
八
年
一
月
五
日

小
野
金
六

若
尾
謹
之
助
様



で
は
、
少
し
ず
つ
読
ん
で
い
き

ま
し
ょ
う
。

１
行
目
の
「
敬
復
」
で
す
が
、

返
信
の
冒
頭
に
書
か
れ
る
頭
語

で
す
ね
。

「
敬
」
と
「
復
」
の
く
ず
し
も

み
て
み
ま
し
ょ
う
。

①



２
行
目
は

愈
御
隆
昌
奉
南
山
候

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は

「
い
よ
い
よ
ご
り
ゅ
う
し
ょ

う
、
な
ん
ざ
ん
た
て
ま
つ
り

そ
う
ろ
う
」

と
な
り
ま
す
。

「
愈
」
は
「
い
よ
い
よ
」
で

「
々
」
が
書
か
れ
る
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
書

か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え

ま
す
ね
。
く
ず
し
を
み
て
み

る
と
、
上
部
の
「
兪
」
の
つ

く
り
は
原
形
を
留
め
て
い
ま

す
が
、
「
心
（
し
た
ご
こ

ろ
）
」
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
横

一
文
字
に
く
ず
さ
れ
て
い
ま

す
ね
。

②



愈
御
隆
昌
奉
南
山
候

「
愈
」
の
く
ず
し
方
も
確
認

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
隆
昌
」
は
あ
ま
り
く
ず
れ

て
い
ま
せ
ん
ね
。

「
奉
」
は
返
読
文
字
で
こ
の

よ
う
に
「
三
」
と
「
人
」
の

部
分
が
簡
略
化
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
頻
出

す
る
字
な
の
で
、
覚
え
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

②



愈
御
隆
昌
奉
南
山
候

「
南
山
」
の
「
南
」
は
比
較

的
わ
か
り
や
す
い
く
ず
し
な

の
で
す
が
、
「
南
山
」
と
い

う
語
彙
が
一
般
的
で
な
い
の

で
、
判
読
に
躊
躇
し
て
し
ま

う
と
こ
ろ
で
す
。

②



愈
御
隆
昌
奉
南
山
候

そ
こ
で
「
南
山
」
を
辞
書
で

引
い
て
み
ま
す
と
・
・
・

①
南
方
に
あ
る
山
。
世
俗
を
離

れ
た
す
ま
い
か
ら
望
む
山
。

②
（
「
南
山
の
寿
」
か
ら
）
人

の
長
寿
を
祝
う
こ
と
。

③
的
を
か
け
る
た
め
に
弓
場
の

正
面
に
設
け
る
山
形
の
盛
り
土
。

あ
ず
ち
。

そ
の
ほ
か
、
吉
野
山
、
高
野
山

の
こ
と
を
指
す
と
の
こ
と
で
す
。

「
南
山
の
寿
」
は
、
長
寿
＝
い

つ
ま
で
も
丈
夫
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
事
業
な
ど
が
永
く
続
く
こ

と
も
含
め
、
そ
れ
を
祝
う
言
葉

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

解
読
を
進
め
る
う
え
で
は
、
読

む
側
の
語
彙
力
は
大
事
で
す
し
、

知
ら
な
い
語
彙
に
出
会
う
と
、

辞
書
な
ど
で
調
べ
る
こ
と
も
と

て
も
大
事
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。

②



愈
御
隆
昌
奉
南
山
候

「
候
」
に
つ
い
て
は
、
た
だ

の
点
「
ヽ
」
の
よ
う
に
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
必
ず

使
わ
れ
る
字
だ
け
に
省
略
も

進
み
ま
す
し
、
省
略
の
さ
れ

方
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

り
ま
す
。

②



３
行
目
は
、

陳
ハ
御
国
産
枯
露

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
の
ぶ
れ
ば
お
ん
こ
く
さ
ん

こ
ろ
（
が
き
・
・
・
）
」

と
な
り
ま
す
。

「
陳
」
は
「
陳
述
」
な
ど
と

い
う
よ
う
に
「
申
し
上
げ

る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、

く
ず
し
も
こ
ざ
と
へ
ん
に

「
東
」
で
わ
か
り
や
す
い
字

で
す
。
「
東
」
は
中
国
語
の

簡
体
字
の
「

东
」
の
よ
う
に

く
ず
し
ま
す
。
「
東
」
と

「
車
」
は
似
て
お
り
、

「
車
」
だ
と
「
陣
」
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

③



陳
ハ
御
国
産
枯
露

「
国
産
」
も
ほ
と
ん
ど
く
ず

れ
て
お
ら
ず
、
「
国
」
は
旧

字
の
「
國
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
ね
。
「
産
」
は
ほ
と
ん

ど
く
ず
れ
て
い
ま
せ
ん
。

「
枯
露
柿
」
の
「
枯
」
も
ほ

と
ん
ど
く
ず
れ
て
お
ら
ず
、

「
露
」
も
語
彙
力
で
読
め
て

し
ま
い
ま
す
ね
。
「
露
」
は

「
雨
」
か
ん
む
り
の
な
か
の

点
々
が
省
略
さ
れ
て
い
る
よ

う
す
や
、
「
足
」
へ
ん
、
つ

く
り
の
「
各
」
な
ど
、
パ
ー

ツ
の
く
ず
し
方
の
見
本
に
な

り
ま
す
の
で
、
よ
く
観
察
し

て
覚
え
て
く
だ
さ
い
。

③



４
行
目
は
、

柿
御
年
甫
と
し
て

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
（
こ
ろ
）
が
き
、
お
ね
ん

ぽ
と
し
て
」

と
な
り
ま
す
。

「
柿
」
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
、

「
御
」
は
前
の
行
に
も
あ
る

の
で
特
定
し
や
す
い
で
す
ね
。

「
年
」
は
「
手
」
に
く
ず
し

が
似
て
い
ま
す
が
（
『
く
ず

し
字
用
例
辞
典
』
に
は
「
全

く
同
形
と
な
る
の
で
読
み
誤

り
や
す
い
」
と
あ
り
ま
す
）
、

新
年
の
あ
い
さ
つ
な
の
で
、

「
手
」
よ
り
も
「
年
」
が
入

り
そ
う
で
す
ね
。
た
だ

「
年
」
の
次
は
少
し
迷
い
ま

す
。

④



柿
御
年
甫
と
し
て

「
手
」
に
似
て
る
（
く
ず
し

が
同
じ
）
「
年
」
の
く
ず
し

も
み
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

④



柿
御
年
甫
と
し
て

そ
し
て
、
「
年
」
の
次
の
字

で
す
が
、
２
行
目
の
「
南
」

に
も
似
て
い
る
字
で
す
が
、

点
も
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

み
た
ま
ま
判
断
す
る
と

「
甫
」
と
い
う
字
が
浮
か
ん

で
き
ま
す
。

と
は
い
え
「
年
甫
」
と
い
う

語
彙
は
一
般
的
で
は
な
い
の

で
、
辞
書
を
開
い
て
見
る
こ

と
に
し
ま
す
と
、

【
ね
ん-

ぽ
】

①
年
の
は
じ
め
、
年
始
、
正

月と
そ
の
意
味
が
出
て
ま
い
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
「
年
始
」

や
「
年
賀
」
と
同
様
の
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
ね
。

④



柿
御
年
甫
と
し
て

か
な
の
「
と
し
て
」
は
良
い

で
し
ょ
う
か
。

「
て
」
が
震
え
て
い
る
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、

「
て
」
の
原
型
と
な
っ
て
い

る
の
は
「
天
」
の
変
体
仮
名

で
す
の
で
、
こ
の
震
え
に

「
天
」
の
名
残
り
を
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
か
な
を
読

む
う
え
で
は
、
も
と
の
漢
字

を
意
識
す
る
と
読
め
る
ケ
ー

ス
が
増
え
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

意
識
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
こ
ろ
で
す
。

④



５
行
目
は
、

澤
山
ニ
御
恵
贈
被

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
た
く
さ
ん
に
ご
け
い
ぞ
う

（
な
し
く
だ
）
さ
れ
」

と
な
り
ま
す
。

「
た
く
さ
ん
」
の
「
沢
」
は

旧
字
の
「
澤
」
だ
と
気
が
付

け
ば
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
く

ず
さ
れ
方
に
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
ね
。
「
ニ
」
は
カ
タ
カ

ナ
だ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、

場
合
に
よ
っ
て
は
く
り
か
え

し
記
号
で
あ
る
「
お
ど
り

字
」
（
々
、
ゝ
、
ヽ
）
で
あ

る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

文
脈
や
位
置
（
か
な
は
小
さ

く
、
右
寄
り
に
書
く
場
合
も

あ
る
）
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

⑤



澤
山
ニ
御
恵
贈
被

「
恵
贈
」
の
「
恵
」
は
、
個

人
的
に
は
「
贈
」
が
先
に
分

か
る
か
ら
読
め
る
側
面
が
あ

り
ま
す
。
今
回
の
「
贈
」
は

ほ
と
ん
ど
く
ず
れ
て
い
な
い

の
で
読
み
や
す
い
で
す
が
、

「
貝
」
へ
ん
の
く
ず
し
方
と

し
て
、
「
口
」
の
な
か
の
横

棒
二
画
は
省
略
、
「
曽
」
の

「
田
」
の
部
分
の
な
か
の

「
十
」
の
部
分
も
省
略
さ
れ

て
お
り
、
「
田
」
と
か

「
目
」
と
い
う
パ
ー
ツ
は
、

「
口
」
の
な
か
の
画
数
を
省

略
す
る
こ
と
に
注
目
し
て
く

だ
さ
い
。

⑤



澤
山
ニ
御
恵
贈
被

「
贈
」
が
特
定
で
き
る
と
、

二
文
字
目
に
「
贈
」
が
く
る

単
語
は
な
ん
だ
ろ
う
と
考
え

て
、
か
た
ち
が
近
そ
う
な
も

の
が
「
恵
」
、
と
い
う
よ
う

な
特
定
の
仕
方
を
し
ま
す
。

「
恵
」
の
く
ず
し
方
を
出
し

て
お
き
ま
す
が
、
２
行
目
の

「
愈
」
と
同
様
に
、
「
心

（
し
た
ご
こ
ろ
）
」
が
一
画

に
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

⑤



澤
山
ニ
御
恵
贈
被

「
被
」
は
返
読
文
字
で
す
。

く
ず
し
方
は
今
回
の
よ
う
に

す
べ
て
の
画
数
が
残
っ
て
い

る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
、

概
ね
左
の
用
例
の
左
端
の
行

の
よ
う
な
進
ん
だ
く
ず
し
方

を
取
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

⑤



６
行
目
は
、

成
下
難
有
拝
受
仕
候

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
な
し
く
だ
（
さ
れ
）
あ
り

が
た
く
は
い
じ
ゅ
つ
か
ま
つ

り
そ
う
ろ
う
」

と
な
り
ま
す
。

行
頭
の
「
成
」
で
す
が
、
見

た
感
じ
で
も
、
「
来
」
に
似

て
お
り
、
両
者
は
大
変
似
た

く
ず
し
方
に
な
る
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

⑥



成
下
難
有
拝
受
仕
候

「
下
」
は
「∴

」
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
記
号
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
覚
え
ま
し
ょ
う
。

※

「

∴

」
は
左
に
90

度
回
転
し
た
状
態
が
正
し
い
向
き
で
す
。

「
難
有
」
で
「
あ
り
が
た

く
」
と
「
難
」
は
後
か
ら
読

む
返
読
文
字
で
す
。
「
難
」

は
お
ぼ
ろ
げ
に
画
の
原
形
が

あ
り
ま
す
が
、
「
有
」
は

「
月
」
の
横
棒
２
画
が
省
略

さ
れ
て
い
ま
す
。
「
月
」
の

こ
の
よ
う
な
省
略
し
た
く
ず

し
は
頻
出
し
ま
す
の
で
、
覚

え
て
お
き
た
い
パ
ー
ツ
で
す
。

⑥



成
下
難
有
拝
受
仕
候

「
拝
受
」
の
「
拝
」
は
頭
語

を
含
め
て
頻
出
し
ま
す
。
左

に
例
を
挙
げ
ま
す
の
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
用
例
や
く
ず
し
方

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

⑥



成
下
難
有
拝
受
仕
候

「
拝
受
」
の
「
受
」
は
よ
く

み
れ
ば
２
～
４
画
目
の

「
ツ
」
の
よ
う
な
パ
ー
ツ
は

省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
の

「
ノ
」
「
ワ
」
「
又
」
は

し
っ
か
り
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
仕
」
も
よ
く
出
る
字
で
す

が
、
画
数
も
少
な
い
の
で
、

に
ん
べ
ん
と
「
士
」
の
か
た

ち
だ
け
で
な
く
、
文
章
の
前

後
で
確
定
す
る
場
合
も
多
い

字
だ
と
い
え
ま
す
。

⑥



７
行
目
は
、

不
取
敢
御
芳
志
御
厚

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
と
り
あ
え
ず
ご
ほ
う
し
ご

こ
う
（
れ
い
）
」

と
な
り
ま
す
。

行
頭
の
「
不
」
は
否
定
の
返

読
文
字
で
、
「
と
り
あ
え

ず
」
と
返
り
ま
す
。
「
取
」

は
墨
で
潰
れ
て
い
ま
す
が
、

「
取
」
特
有
の
く
ず
れ
方
に

は
な
ら
ず
楷
書
に
近
い
か
た

ち
で
す
。
「
敢
」
も
楷
書
に

近
い
で
す
が
、
「
耳
」
の

パ
ー
ツ
は
箱
の
な
か
の
横
棒

２
画
は
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
取
」
か
「
敢
」
の
ど
ち
ら

か
が
読
め
て
、
「
不
」
が
上

に
付
く
場
合
は
「
と
り
あ
え

ず
」
を
と
り
あ
え
ず
疑
う
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

⑦



不
取
敢
御
芳
志
御
厚

「
御
芳
志
」
は
ほ
ぼ
楷
書
で

書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。

行
末
の
「
御
厚
」
も
良
い
と

思
い
ま
す
。

続
く
８
行
目
は

禮
迄
申
上
度
如
此

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
（
ご
こ
う
）
れ
い
ま
で
も

う
し
あ
げ
た
く
か
く
の
ご
と

く
」

と
な
り
ま
す
。

行
頭
の
「
禮
」
は
「
礼
」
の

旧
字
で
す
。
「
厚
」
く
と

い
っ
た
ら
お
「
礼
」
か
な
と

考
え
ま
す
が
、
「
禮
」
は
画

数
が
多
い
の
で
迷
っ
て
し
ま

い
が
ち
で
す
ね
。

あ

⑦

あ

⑧



禮
迄
申
上
度
如
此

「
禮
（
礼
）
」
の
く
ず
し
は

左
の
と
お
り
で
す
。

「
迄
」
は
し
ん
に
ょ
う
が
ほ

ぼ
「
し
」
み
た
い
に
書
か
れ

て
い
る
こ
と
を
覚
え
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
申
上
」
は
「
申
」
は
ほ
ぼ

「
中
」
に
な
る
こ
と
の
ほ
か

は
迷
う
要
素
は
す
く
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

「
度
」
は
「
廿
」
の
パ
ー
ツ

は
だ
い
た
い
省
略
さ
れ
る
と

覚
え
て
く
だ
さ
い
。

あ

⑧



禮
迄
申
上
度
如
此

「
如
此
」
の
「
如
」
は

「
女
」
へ
ん
が
特
徴
的
な
の

で
判
読
し
や
す
い
と
思
い
ま

す
。
「
此
」
は
「
し
」
と

「
十
」
を
斜
め
に
し
た
よ
う

な
崩
し
で
、
ほ
か
に
似
た
も

の
が
な
い
の
で
覚
え
れ
ば
判

読
し
や
す
く
、
「
か
く
の
ご

と
く
」
は
「
此
」
以
外
に
は

「
斯
」
と
書
か
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
も
と
の
字
が

似
て
い
な
い
の
で
判
別
は
容

易
だ
と
思
い
ま
す
。

あ

⑧



９
行
目
以
降
は
、

御
坐
候

拝
具

大
正
八
年
一
月
五
日

小
野
金
六

若
尾
謹
之
助
様

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
ご
ざ
そ
う
ろ
う

は
い
ぐ

（
年
・
署
名
・
宛
名
）
」

と
な
り
ま
す
。

「
御
坐
」
の
「
坐
」
は
ま
だ

れ
が
つ
い
て
「
座
」
の
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ぼ

「
人
」
「
人
」
「
土
」
と
書

か
れ
て
い
ま
す
ね
。
「
候
」

は
２
行
目
と
同
じ
か
た
ち
で

す
ね
。
「
拝
具
」
は
前
に
紹

介
し
た
用
例
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

⑨



御
坐
候

拝
具

大
正
八
年
一
月
五
日

小
野
金
六

若
尾
謹
之
助
様

日
付
や
署
名
、
宛
名
は
ほ
ぼ

楷
書
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

小
野
の
「
野
」
に
つ
い
て
は
、

下
に
「
土
」
が
付
く
「
墅
」

の
か
た
ち
で
書
か
れ
て
い
る

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
く

ず
し
に
お
い
て
は
「
野
」
も

「
墅
」
も
お
な
じ
か
た
ち
を

と
り
、
く
ず
し
方
の
区
別
は

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

⑨



小
野
か
ら
若
尾
謹
之
助
に
あ

て
た
年
始
の
書
簡
を
読
ん
で

い
た
だ
き
ま
し
た
。

近
代
の
書
簡
は
近
世
の
公
文

書
と
違
っ
て
個
人
の
書
き
癖

が
強
く
、
く
ず
し
方
や
使
用

す
る
語
彙
や
言
い
回
し
も
独

特
で
す
。
特
定
の
個
人
の
手

に
よ
る
も
の
は
、
い
く
つ
か

同
じ
手
の
も
の
を
読
ん
で
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
判
別
が
進

む
の
で
、
１
点
だ
け
読
ん
で

も
判
別
で
き
な
い
こ
と
も

多
々
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
「
小
野
の
書

簡
」
と
い
っ
て
も
、
大
企
業

の
社
長
さ
ん
や
有
力
者
が
す

べ
て
の
手
紙
を
自
筆
で
書
い

て
い
る
は
ず
も
な
く
、
次

ペ
ー
ジ
に
別
の
「
小
野
の
書

簡
」
を
挙
げ
ま
す
が
、
解
読

へ
の
道
の
り
は
険
し
く
遠
い

も
の
な
の
で
す
。



「
拝
」
の
書
き
方
も
明
ら
か
に
違
い
ま
す
ね
。

解
読
文
は
次
の
ペ
ー
ジ
で
す
。



拝
啓

向
暑
之
節
愈
々
御
清

勝
奉
賀
上
候

扨
而
当
冨
士
身
延
鉄

道
株
式
会
社
創
立
ニ
際

し
て
は
不
一
方
御
高
配
相

受
け
御
蔭
を
以
而
無
事

成
立
致
し
候
段
難
有
御

礼
申
上
候
、
就
て
は
別
封
銀

洋
盃
壱
組
創
立
紀
念

と
し
て
献
呈
致
候
間
何
卒

御
笑
留
被
成
下
度
此
段

得
貴
意
候

早
々
拝
具

明
治
四
十
五
年
六
月
十
九
日

冨
士
身
延
鉄
道
会
社
長

小
野
金
六

鷹
岡
村
役
場御

中



・
根
津
嘉
一
郎
書
簡

（
若
尾
民
造
宛
）

で
は
も
う
ひ
と
つ
、
根
津

嘉
一
郎
の
書
簡
を
読
ん
で

み
ま
し
ょ
う
。

お
手
元
に
紙
や
ノ
ー
ト
、

あ
る
い
は
パ
ソ
コ
ン
な
ど

の
ソ
フ
ト
を
ご
用
意
し
て

い
た
だ
き
、
次
の
ペ
ー
ジ

の
虫
食
い
だ
ら
け
の
解
読

文
を
穴
埋
め
し
て
く
だ
さ

い
。



・
根
津
嘉
一
郎
書
簡

（
若
尾
民
造
宛
）

で
は
も
う
ひ
と
つ
、
根
津

嘉
一
郎
の
書
簡
を
読
ん
で

み
ま
し
ょ
う
。

お
手
元
に
紙
や
ノ
ー
ト
、

あ
る
い
は
パ
ソ
コ
ン
な
ど

の
ソ
フ
ト
を
ご
用
意
し
て

い
た
だ
き
、
次
の
ペ
ー
ジ

の
虫
食
い
だ
ら
け
の
解
読

文
を
穴
埋
め
し
て
く
だ
さ

い
。



拝
啓

益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

此
度
ハ
美
事
之

枯
露
柿
澤
山
ニ

御
恵
送
被
下
誠
ニ

難
有
厚
く
御
礼

申
上
候

不
取
敢
一
筆
御

礼
迄
申
上
候草

々

一
月
五
日

根
津
嘉
一
郎

若
尾
民
造
様

御
執
事
御
中

【
次
ペ
ー
ジ
は
講
師
の
正
答
案
で
す
。
】



拝
啓

益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

此
度
ハ
美
事
之

枯
露
柿
澤
山
ニ

御
恵
送
被
下
誠
ニ

難
有
厚
く
御
礼

申
上
候

不
取
敢
一
筆
御

礼
迄
申
上
候草

々

一
月
五
日

根
津
嘉
一
郎

若
尾
民
造
様

御
執
事
御
中



で
は
少
し
ず
つ
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

文
頭
１
行
目
は
「
拝
啓
」
で
す

ね
。
「
拝
」
が
つ
く
頭
語
は
複

数
あ
り
ま
す
が
、
字
の
書
き
終

わ
り
方
が
「
口
」
の
よ
う
に
見

え
る
の
が
「
啓
」
と
判
別
す
る

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

①



２
～
３
行
目
は

益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
ま
す
ま
す
ご
せ
い
て
き
の
だ

ん
、
が
じ
ょ
う
た
て
ま
つ
り
そ

う
ろ
う
、
の
ぶ
れ
ば
」

と
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
小
野
書
簡
は
「
愈

（
い
よ
い
よ
）
」
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
が
、
相
手
の
健
勝
や
発

展
を
喜
ぶ
書
き
出
し
の
場
合
は
、

「
愈
（
々
）
」
か
「
益
（
々

ま
す
ま
す
）
」
を
文
頭
に
置
く

場
合
が
多
く
、
ま
ず
は
こ
の
ど

ち
ら
か
、
と
い
う
視
点
で
判
読

し
ま
す
。

②
③



益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

「
清
適
」
は
さ
ん
ず
い
の
く
ず

し
か
た
と
「
青
」
の
「
月
」
の

部
分
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

②
③



益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

「
有
」
の
「
月
」
パ
ー
ツ
と
同

様
に
、
横
棒
２
画
が
省
略
さ
れ

て
い
ま
す
。
「
月
」
や
「
目
」
、

「
皿
」
な
ど
は
同
様
に
、
ボ
ッ

ク
ス
の
な
か
の
棒
は
省
略
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
し
た
前
口
上
で
「
清
」
が

つ
く
「
清
祥
」
「
清
穆
」
な
ど

の
語
彙
の
な
か
で
、
し
ん
に
ょ

う
が
つ
く
語
彙
は
「
清
適
」
な

の
で
「
適
」
と
判
別
し
ま
す
。

②
③



益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

「
段
」
は
文
節
の
お
わ
り
に
く

る
語
な
の
で
、
文
章
の
流
れ
で

決
ま
っ
た
位
置
に
あ
り
、
ま
た

く
ず
し
方
も
特
徴
が
あ
る
た
め

覚
え
や
す
く
判
別
し
や
す
い
字

と
い
え
ま
す
。

②
③



益
御
清
適
之
段

奉
賀
上
候
、
陳
者

「
奉
」
は
最
初
の
お
手
紙
で
ご

紹
介
し
ま
し
た
。

「
賀
」
の
「
目
」
の
部
分
は
、

先
ほ
ど
も
挙
げ
た
「
月
」
な
ど

と
同
じ
く
、
ボ
ッ
ク
ス
の
な
か

は
省
略
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
陳
」
も
最
初
の
お
手
紙
で
ご

紹
介
し
ま
し
た
。
「
の
ぶ
れ

ば
」
の
「
ば
」
に
あ
た
る
文
字

は
変
体
仮
名
の
「
者
」
で

「
は
」
と
よ
む
く
ず
し
字
で
す
。

②
③



４
～
５
行
目
は

此
度
ハ
美
事
之

枯
露
柿
澤
山
ニ

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
こ
の
た
び
は
み
ご
と
の
こ
ろ

が
き
た
く
さ
ん
に
」

と
な
り
ま
す
。

「
此
」
と
「
度
」
は
最
初
の
小

野
書
簡
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

通
常
「
見
事
」
と
表
記
す
る

「
み
ご
と
」
は
「
美
事
」
と
当

て
字
で
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ

う
い
う
ケ
ー
ス
は
非
常
に
多
い

で
す
。

「
枯
露
柿
澤
山
」
も
小
野
書
簡

と
同
様
で
す
ね
。

④
⑤



６
～
８
行
目
は

御
恵
送
被
下
誠
ニ

難
有
厚
く
御
礼

申
上
候

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
ご
け
い
そ
う
く
だ
さ
れ
ま
こ

と
に
あ
り
が
た
く
、
あ
つ
く
お

ん
れ
い
も
う
し
あ
げ
そ
う
ろ

う
」

と
な
り
ま
す
。

「
恵
」
と
「
被
」
「
下
」
は
最

初
の
小
野
書
簡
で
も
ご
紹
介
し

ま
し
た
ね
。
「
被
」
は
ほ
と
ん

ど
カ
タ
カ
ナ
の
「
ヒ
」
、

「
下
」
は
「∴

」
の
よ
う
に
な

り
ま
す
。

※

「

∴

」
は
左
に
90

度
回
転
し
た
状
態
が
正
し
い
向
き
で
す
。

⑥
⑦
⑧



御
恵
送
被
下
誠
ニ

難
有
厚
く
御
礼

申
上
候

「
誠
」
は
ご
ん
べ
ん
が
中
国
の

簡
体
字
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
つ
く
り
の
「
成
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
前
に
ご
紹
介
し

た
「
成
」
の
く
ず
し
が
こ
の
よ

う
な
か
た
ち
で
し
た
ね
。
基
本

的
な
く
ず
し
を
覚
え
る
と
、
応

用
が
効
い
て
き
ま
す
の
で
、
い

ろ
い
ろ
覚
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

⑥
⑦
⑧



御
恵
送
被
下
誠
ニ

難
有
厚
く
御
礼

申
上
候

「
難
有
」
は
小
野
書
簡
で
も
で

て
き
ま
し
た
ね
。

「
厚
」
は
ほ
ぼ
楷
書
で
す
が
、

「
く
」
が
ひ
と
曲
が
り
多
く
み

え
る
の
は
、
「
く
」
の
も
と
と

な
っ
た
変
体
仮
名
が
「
久
」
で

あ
る
こ
と
か
ら
で
す
の
で
、
前

に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
か
な

は
も
と
の
字
を
意
識
し
て
判
読

し
て
く
だ
さ
い
。

「
御
礼
申
上
候
」
も
小
野
書
簡

で
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

⑥
⑦
⑧



９
～
11

行
目
は

不
取
敢
一
筆
御

礼
迄
申
上
候草

々

と
な
り
ま
す
。

読
み
方
は
、

「
と
り
あ
え
ず
い
っ
ぴ
つ
お
ん

れ
い
ま
で
も
う
し
あ
げ
そ
う
ろ

う
、
そ
う
そ
う
」

と
な
り
ま
す
。

「
不
取
敢
」
は
小
野
書
簡
で
も

出
て
き
ま
し
た
ね
。

「
一
筆
」
の
「
筆
」
は
、
竹
か

ん
む
り
で
は
な
く
草
か
ん
む
り

の
よ
う
に
く
ず
す
場
合
が
あ
り

ま
す
。

⑨
⑩
⑪



不
取
敢
一
筆
御

礼
迄
申
上
候草

々

「
御
礼
」
も
小
野
書
簡
に
出
て

き
ま
し
た
が
今
回
は
簡
略
化
さ

れ
た
「
礼
」
の
字
で
す
ね
。

「
迄
」
は
潰
れ
す
ぎ
て
い
て
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
文
章
上
の
位

置
と
し
ん
に
ょ
う
で
判
読
し
ま

し
た
。
「
申
上
候
」
も
よ
い
で

し
ょ
う
か
。

⑨
⑩
⑪



不
取
敢
一
筆
御

礼
迄
申
上
候草

々

結
語
の
「
草
々
」
は
草
か
ん
む

り
と
お
ど
り
字
で
ほ
ぼ
判
読
で

き
ま
す
。
「
草
」
の
字
は
草
か

ん
む
り
と
極
め
て
省
略
化
さ
れ

た
「
日
」
、
く
る
り
と
２
画
続

け
て
書
い
た
「
十
」
な
の
で
、

ほ
ぼ
形
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、

結
語
は
「
敬
〇
」
と
か
「
拝

〇
」
と
か
「
頓
首
」
、
「
不

一
」
な
ど
使
わ
れ
る
字
が
限
ら

れ
て
い
ま
す
の
で
、
だ
い
た
い

判
読
で
き
る
場
合
が
多
い
で
す
。

⑨
⑩
⑪



12

～
14

行
目
は

一
月
五
日

根
津
嘉
一
郎

若
尾
民
造
様

御
執
事
御
中

と
な
り
ま
す
。

日
付
・
署
名
・
宛
名
の
な
か
で

は
、
「
執
事
」
の
「
執
」
が
す

こ
し
厳
し
い
ほ
か
、
「
嘉
一

郎
」
の
「
郎
」
は
、
「
良
」
と

お
お
ざ
と
の
く
ず
し
か
た
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ

で
も
パ
ー
ツ
を
覚
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

⑫
⑬
⑭



と
い
う
こ
と
で
、
根
津
嘉
一
郎

か
ら
若
尾
民
造
に
あ
て
た
年
始

の
贈
物
に
関
す
る
書
簡
を
読
ん

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

小
野
書
簡
も
含
め
て
み
る
と
、

甲
州
財
閥
の
家
々
は
、
季
節
ご

と
の
贈
答
品
を
送
り
な
が
ら
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
り
、

お
年
賀
の
定
番
は
季
節
柄
か
枯

露
柿
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
読
み

取
れ
ま
す
。

ま
た
２
点
同
じ
よ
う
な
時
代

（
い
ず
れ
も
若
尾
逸
平
が
亡
く

な
っ
た
大
正
２
年
以
降
、
民
造

や
小
野
が
在
世
中
の
大
正
10

年
前
後
あ
た
り
ま
で
の
間
）
の

お
年
賀
に
関
す
る
書
簡
を
比
べ

る
こ
と
で
、
似
た
表
現
や
同
じ

字
の
違
う
く
ず
し
字
を
見
ら
れ

る
な
ど
、
古
文
書
の
学
習
と
し

て
の
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。



お疲れさまでした。(_´Д｀)ﾉ~~ｵﾂｶﾚｰ

く
ず
し
字
と
の
格
闘
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

今
回
の
「
歴
史
の
な
か
の
年
賀
状
」
で
は
ふ
た
り
の

書
簡
資
料
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
し
た
が
、
き
れ
い
な

筆
跡
の
近
世
文
書
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
、
文
字
の
く

ず
し
方
の
パ
タ
ー
ン
や
様
式
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
も
大

事
で
す
が
、
近
代
以
降
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
記
し

た
書
簡
を
み
る
と
、
書
き
手
や
書
か
れ
た
時
代
の
違

い
な
ど
を
深
く
体
験
で
き
る
の
で
、
近
世
文
書
と
は

ま
た
違
っ
た
楽
し
み
方
が
で
き
る
と
も
い
え
ま
す
。

時
代
が
私
た
ち
の
現
代
と
近
い
こ
と
か
ら
、
記
さ
れ

て
い
る
話
題
や
問
題
意
識
に
親
近
感
を
持
ち
や
す
い

と
い
う
一
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

年
賀
状
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
近
代
の
人
々
が
記

し
た
書
簡
を
収
録
し
た
本
も
あ
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん

の
ご
先
祖
様
の
残
し
た
お
手
紙
や
記
録
も
身
近
に

眠
っ
て
い
た
り
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
近
代
の

「
古
文
書
」
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
な
ら
、

そ
の
よ
う
な
二
代
、
三
代
、
四
代
前
の
ご
先
祖
が
遺

し
た
ご
く
身
近
な
記
録
も
、
ぜ
ひ
ひ
も
と
い
て
み
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



おわりに

今
回
も
マ
ス
ク
姿
で
お
別
れ
で
す
。
な
か
な

か
コ
ロ
ナ
禍
も
好
転
し
ま
せ
ん
が
、
助
け

合
っ
た
り
思
い
や
り
を
も
っ
て
乗
り
越
え
て

い
き
た
い
も
の
で
す
ね
。

次
回
の
か
い
じ
あ
む
古
文
書
講
座
に
つ
い
て

も
、
ひ
き
つ
づ
き
「
お
う
ち
で
」
の
か
た
ち

で
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
２
月
２
７
日

（
土
）
ご
ろ
、
別
の
学
芸
員
が
登
場
し
ま
す

の
で
お
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
い
。

で
は
、
「
お
う
ち
で
古
文
書
講
座
」
に
お
つ

き
あ
い
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

顔面蒼白な講師近影
顔が青いのは雨乞いの仏像を照らすス
ポットライトが青いため。体調不良では
ありません。皆様も体調管理にはお気を
つけのうえ、来館時は体温の確認とマス
クの着用、キープディスタンスをお願い
いたします。



当館ではシンボル展「強請祈願とやまなしの雨乞い」を開催中です。


