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岡
崎
市
防
災
会
議
委
員
を
拝
命
し
て
七

年
に
な
り
ま
す
。
愛
知
県
内
の
小
・
中
学

校
教
員
を
定
年
退
職
後
、「
名
古
屋
大
学

減
災
連
携
研
究
セ
ン
タ
ー
」
に
在
職
し
て

い
た
折
に
、
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
防
災
先
進
市
で
あ
る
岡
崎
市
か
ら
の

オ
フ
ァ
ー
と
い
う
こ
と
で
、
喜
ん
で
お
受

け
し
、「
岡
崎
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
」

や
、「
岡
崎
市
校
務
主
任
夏
季
研
修
会
」

で
、
防
災
の
話
を
す
る
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
岡
崎
市
内
の
い
く
つ
か

の
学
校
に
も
訪
問
し
、
子
供
た
ち
に
も
直

接
話
を
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

防
災
教
育
に
つ
い
て
は
、
教
員
時
代
の

二
〇
〇
三
年
よ
り
「『
防
災
学
習
』
は
『
命

の
学
習
』」
を
テ
ー
マ
に
研
究
・
発
信
を

し
て
き
ま
し
た
。以
下
は
そ
の
内
容
で
す
。

◎
「
防
災
」
は
特
別
な
も
の
で
は
な
い
。

・
「
命
・
支
え
合
い
」
の
取
組
（
防
犯
・

交
通
安
全
・
い
じ
め
防
止
・
福
祉
な
ど
）

は
、「
防
災
」
と
リ
ン
ク
し
て
い
る

◎
「
防
災
」
に
は
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。

・
「
命
が
助
か
る
こ
と
」「
み
ん
な
と
一

緒
に
生
き
延
び
て
い
く
こ
と
」

◎
「
防
災
」
の
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
心

に
留
め
た
い
。

・
「
命
（
自
分
の
命
も
他
人
の
命
も
大
切

に
す
る
）」「
支
え
合
い
」「
自
ら
動
く
」

現
在
、
小
・
中
学
校
で
使
わ
れ
て
い
る

教
科
書
に
は
、
防
災
関
連
の
内
容
が
か
な

り
多
く
入
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
来
年

度
か
ら
小
学
校
で
完
全
実
施
さ
れ
る
新
学

習
指
導
要
領
で
は
、「
防
災
」
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
授
業
の
最
後

に
、「
今
、
こ
の
地
域
に
は
ど
ん
な
災
害

の
危
険
が
あ
る
の
か
な
」「
み
ん
な
の
家

で
は
ど
ん
な
備
え
を
し
て
い
る
の
か
な
」

と
い
う
教
師
の
一
言
で
、「
子
供
た
ち
が

自
ら
考
え
、
自
ら
動
く
『
防
災
』」
が
始

ま
り
ま
す
。

難
し
く
考
え
す
ぎ
な
い
で
、
肩
の
力
を

抜
い
て
、
子
供
た
ち
の
命
と
笑
顔
の
た
め

に
、
一
緒
に
進
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
こ
ん
ど
う

ひ
ろ
こ
）
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農
業
を
あ
こ
が
れ
の
職
業
に

ぶ
ど
う
農
家

内
田

秀
典

氏

経
営
的
視
点
か
ら
農
業
を
見
直
し
、
持

続
可
能
で
発
展
的
な
農
業
の
あ
り
方
を
模

索
す
る
内
田
氏
に
話
を
伺
っ
た
。

苦
労
を
重
ね
な
が
ら
経
営
を
続
け
る
親

の
姿
か
ら
、
農
業
に
つ
い
て
よ
い
イ
メ
ー

ジ
を
も
て
ず
に
い
た
。
大
学
を
卒
業
し
て

か
ら
二
年
。
農
業
を
志
す
に
至
る
大
き
な

転
機
が
訪
れ
た
。

く
に
た
ち

「
国
立
フ
ァ
ー
ム
と
い
う
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
の
高
橋
社
長
の
講
演
会
に
行
き
、
感

銘
を
受
け
ま
し
た
。
講
演
を
聞
き
、
農
業

に
も
経
営
、
技
術
革
新
な
ど
の
視
点
を
積

極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
必
要
性
を
強
く

感
じ
ま
し
た
。
お
客
様
か
ら
の
信
頼
を
得

る
と
同
時
に
、
収
入
を
保
ち
、
農
業
で
明

る
く
生
き
て
い
く
こ
と
へ
の
ビ
ジ
ョ
ン
が

見
え
て
き
ま
し
た
。」

ぶ
ど
う
農
家
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
念
頭

に
、
国
立
フ
ァ
ー
ム
で
四
年
間
働
き
、
経

営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
付
け
た
。

「
経
営
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
人
と
の
つ

な
が
り
が
信
頼
を
生
む
こ
と
を
実
感
し
ま

し
た
。
国
立
フ
ァ
ー
ム
の
野
菜
は
、
当
時

ノ
ー
ブ
ラ
ン
ド
で
し
た
。
個
性
あ
る
農
産

物
を
求
め
て
九
州
ま
で
野
菜
の
栽
培
方
法

を
教
え
て
も
ら
い
に
行
き
ま
し
た
。
そ
う

し
て
育
て
た
こ
だ
わ
り
野
菜
を
、
ス
ー

パ
ー
の
方
が
認
め
て
く
だ
さ
り
、
店
頭
に

置
い
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
、ス
ー
パ
ー
で
働
く
方
々
に
も
、

も
っ
と
他
の
野
菜
は
な
い
の
か
と
声
を
掛

け
て
い
た
だ
き
、
販
売
の
幅
が
広
が
り
ま

し
た
。
信
頼
関
係
と
販
売
実
績
が
相
乗
効

果
で
高
ま
り
ま
し
た
。」

そ
の
後
、
岡
崎
に
戻
り
、
家
族
と
共
に

ぶ
ど
う
栽
培
、
直
売
に
携
わ
る
。
そ
こ
で

も
、
国
立
フ
ァ
ー
ム
で
の
経
験
が
生
か
さ

れ
た
。

「
国
立
フ
ァ
ー
ム
で
学
ん
だ
技
術
と
信
頼

関
係
の
大
切
さ
は
、
ぶ
ど
う
栽
培
、
販
売

に
も
生
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
経
営
に
つ

い
て
、
計
画
的
に
や
っ
て
い
く
方
法
が
見

つ
か
り
ま
し
た
。
経
営
の
改
革
を
進
め
る

と
、
従
業
員
や
家
族
、
お
客
さ
ん
と
の
関

係
が
ど
ん
ど
ん
よ
く
な
り
ま
し
た
。」

ぶ
ど
う
の
木
が
並
ぶ
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス

を
前
に
、
内
田
氏
は
続
け
る
。

「
う
ち
で
販
売
し
て
い
る
ぶ
ど
う
は
全
部

で
三
十
五
種
類
で
す
。
う
ち
は
直
売
を

行
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
や

販
売
方
法
に
つ
い
て
、
お
客
様
の
声
を
直

に
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の
が
強
み
で
す
。

お
い
し
い
か
ら
売
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
お
客
様
の
要
望
に
合
わ
せ
て
最
適

な
販
売
方
法
を
実
現
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
例
え
ば
、
ぶ
ど
う
は
量
り
売
り
が
一

般
的
で
し
た
が
、
一
房
ず
つ
値
段
を
明
記

す
る
こ
と
で
、
買
い
や
す
さ
に
つ
な
げ
ま

し
た
。」

販
売
実
績
を
上
げ
る
中
、
栽
培
に
も
経

営
的
観
点
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

「
土
づ
く
り
は
、
感
覚
で
肥
料
の
量
を
決

め
る
の
で
は
な
く
、
土
壌
分
析
を
し
て
正

確
に
決
め
る
。
そ
う
す
る
と
、
無
駄
が
な

く
、
長
い
目
で
見
る
と
経
済
的
に
も
結
果

が
表
れ
て
き
ま
す
。
事
業
計
画
を
作
り
、

予
算
を
立
て
、
必
要
経
費
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
、
五
年
後
、
十
年
後
の
先
が
見

え
る
経
営
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
農
業
は
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
も
っ

て
取
り
組
め
、
お
客
様
に
喜
ん
で
も
ら
え

る
や
り
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
職
業
で
す
。

将
来
を
担
う
世
代
が
、
農
業
は
か
っ
こ
い

い
と
思
え
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
き
た

い
と
思
う
の
で
す
。」

次
の
世
代
を
見
つ
め
る
内
田
氏
の
熱
い

眼
差
し
に
、
誇
り
を
も
っ
て
仕
事
に
あ
た

る
プ
ロ
の
姿
を
見
た
。

氏

名

う
ち
だ
ひ
で
の
り

生
年
月
日

昭
和
五
十
三
年
一
月
十
日

住

所

岡
崎
市
東
阿
知
和
町

考
え
る
道
徳
の
授
業
を
め
ざ
し
て

道
徳
科
指
導
員

伴

巨
裕

小
学
校
四
年
生
「
絵
葉
書
と
切
手
」
を

題
材
と
し
、
友
情
を
テ
ー
マ
と
し
た
授
業

で
の
こ
と
で
あ
る
。導
入
場
面
に
お
い
て
、

Ａ
先
生
の
「
友
達
の
過
ち
を
本
人
に
伝
え

ら
れ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
Ｂ

児
は
、「
私
は
友
達
関
係
が
崩
れ
て
し
ま

う
の
が
嫌
で
、
な
か
な
か
伝
え
ら
れ
ま
せ

ん
」
と
語
っ
た
。

続
け
て
、
Ａ
先
生
は
、
子
供
の
生
活
体

験
を
引
き
出
し
た
上
で
、資
料
を
読
み「
葉

書
の
料
金
不
足
、
あ
な
た
な
ら
伝
え
ま
す

か
」
と
問
い
か
け
た
。
子
供
た
ち
は
、
伝

え
る
か
伝
え
な
い
か
に
つ
い
て
、
ど
う
し

て
そ
う
考
え
る
の
か
理
由
を
示
し
な
が
ら

自
分
の
考
え
を
発
表
し
た
。
Ｂ
児
は
、
他

の
子
の
考
え
を
聞
き
、「
本
当
の
友
達
」

と
は
ど
ん
な
存
在
な
の
か
、
ど
う
す
る
の

が
友
達
の
た
め
に
な
る
か
を
考
え
た
の
だ

ろ
う
。「
相
手
を
傷
つ
け
る
か
も
し
れ
な

い
け
ど
、
間
違
っ
て
い
る
ま
ま
だ
と
、
友

達
の
た
め
に
な
ら
な
い
」
と
導
入
と
は
違

ふるさとシリーズ－この人に聞く－／羅針盤
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い
ち
ば
ん
好
き
な
授
業
は

総
合
の
時
間新

香
山
中
学
校

内
田

裕
斗

四
月
。
緊
張
感
漂
う
新
入
生
の
中
、
誰

よ
り
元
気
の
よ
い
挨
拶
を
し
て
登
校
し
て

く
る
Ａ
男
が
い
た
。
休
み
時
間
に
は
友
達

の
輪
の
中
心
と
な
っ
て
過
ご
し
て
い
る
。

順
調
に
中
学
校
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た

よ
う
に
見
え
た
Ａ
男
だ
っ
た
が
、授
業
中
、

し
ば
し
ば
表
情
の
曇
る
こ
と
が
あ
り
、
気

に
か
か
っ
た
。
聞
く
と
「
難
し
い
文
章
を

理
解
す
る
の
が
苦
手
」
と
言
う
。
自
信
を

も
っ
て
話
し
合
い
に
参
加
で
き
な
い
こ
と

が
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。

授
業
で
生
き
生
き
と
意
見
を
述
べ
る
Ａ

男
の
姿
が
見
た
い
。
難
し
い
課
題
に
も
ひ

る
む
こ
と
な
く
学
ぼ
う
と
す
る
心
を
育
み

た
い
。
活
動
を
多
く
取
り
入
れ
、
課
題
を

追
究
す
る
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
充
実

さ
せ
れ
ば
、
Ａ
男
が
学
ぶ
喜
び
を
味
わ
え

る
は
ず
だ
と
考
え
た
。

五
月
。「
生
物
多
様
性
に
学
び
自
然
環

境
と
の
共
生
を
目
指
す
新
香
山
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
開
始
し
た
。
細
川
学
区
と
奥
殿

学
区
で
環
境
に
違
い
が
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
Ａ
男
に
、
学
区
の
自
然
を
詳
し
く
調
べ

て
み
て
は
と
投
げ
か
け
た
。
す
る
と
、
Ａ

男
は
、
率
先
し
て
外
来
種
調
査
を
行
い
、

教
室
へ
戻
る
や
い
な
や
、
調
査
で
の
気
付

き
を
夢
中
に
な
っ
て
語
り
始
め
た
。「
新

香
山
学
区
内
に
も
、
外
来
種
が
多
く
存
在

し
て
い
る
」「
今
と
昔
で
は
、
生
態
系
の

違
い
が
あ
る
は
ず
だ
」
と
、
自
分
の
気
付

き
を
得
意
気
に
伝
え
る
Ａ
男
の
姿
に
、
本

題
材
が
Ａ
男
の
意
欲
を
引
き
出
し
た
と
確

信
し
た
。

「
最
近
、
家
の
近
く
で
大
き
な
イ
ノ
シ
シ

の
親
子
を
見
か
け
た
」
と
獣
害
被
害
に
も

目
を
向
け
始
め
た
Ａ
男
は
、
あ
る
日
の
授

業
で
「
畑
の
作
物
や
サ
サ
ユ
リ
を
食
い
荒

ら
す
イ
ノ
シ
シ
は
い
な
い
方
が
い
い
」
と

発
言
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ａ
男
の
意
見
に

対
し
て
、学
級
内
か
ら
反
論
が
あ
が
っ
た
。

Ａ
男
は
、
黙
り
込
み
、
話
し
合
い
後
落
ち

込
む
姿
を
見
せ
た
。
心
に
灯
り
始
め
た
Ａ

男
の
学
ぶ
意
欲
が
、
消
え
か
け
て
い
る
よ

う
に
思
え
た
。

次
時
、
学
級
の
生
徒
た
ち
の
視
野
を
広

げ
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
学
区
に
住
む
猟
師

の
方
を
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と
し
て
迎

え
、
話
を
聞
い
た
。
授
業
後
、
し
し
鍋
を

食
べ
て
い
る
と
き
、
も
っ
と
詳
し
く
話
を

聞
き
た
い
と
い
う
Ａ
男
に
、
直
接
猟
師
の

方
に
意
見
を
聞
い
て
み
て
は
ど
う
か
と
声

を
か
け
る
と
「
ぜ
ひ
聞
い
て
み
た
い
」
と

目
を
輝
か
せ
た
。
し
か
し
、
Ａ
男
は
、
自

分
だ
け
が
質
問
に
行
く
こ
と
に
二
の
足
を

踏
ん
で
い
た
。
私
は
、
そ
ん
な
Ａ
男
の
背

中
を
そ
っ
と
後
押
し
し
た
。
猟
師
の
方
か

ら
は
、
命
を
奪
う
瞬
間
の
心
の
痛
み
や
、

人
間
の
責
任
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
で

き
た
。

次
時
の
授
業
で
の
話
し
合
い
で
、「
動

物
も
自
然
も
大
好
き
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら

は
命
を
守
る
方
法
も
考
え
て
い
き
た
い
」

と
意
見
を
述
べ
た
Ａ
男
に
、
学
級
か
ら
称

賛
が
送
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
の
Ａ
男
の
表

情
に
は
喜
び
と
自
信
が
表
れ
て
い
た
。

自
分
の
考
え
を
相
手
に
伝
え
る
こ
と
に

自
信
を
も
っ
た
Ａ
男
は
、
他
教
科
の
学
習

で
も
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
少
し
ず
つ
増

え
て
き
て
い
る
。

う
考
え
を
示
し
た
。

さ
ら
に
、過
ち
を
忠
告
す
る
の
か
、黙
っ

て
相
手
の
思
い
を
大
切
に
す
る
の
か
。
Ａ

先
生
は
、
主
人
公
の
取
り
う
る
二
つ
の
立

場
を
明
ら
か
に
し
て
、
子
供
た
ち
に
そ
の

と
き
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
か
を
役
割
演

技
の
中
で
考
え
さ
せ
た
。
実
感
を
伴
う
判

断
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
Ｂ
児
は
、
黙
っ

て
い
れ
ば
そ
の
場
の
関
係
は
う
ま
く
保
て

る
が
、
相
手
の
過
ち
を
伝
え
な
い
と
、
心

の
も
や
も
や
が
晴
れ
ず
、
暗
い
気
持
ち
に

な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
Ｂ
児
は
こ
の
活

動
後
、「
ち
ゃ
ん
と
伝
え
れ
ば
、
相
手
が

分
か
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
る
気
持
ち
が
と

て
も
強
く
な
っ
た
」
と
発
言
し
た
。

道
徳
の
授
業
は
、「
よ
り
よ
く
生
き
る
」

こ
と
を
実
践
し
て
い
く
力
の
源
を
育
て
る

貴
重
な
機
会
に
な
る
。
実
際
に
そ
の
立
場

に
立
っ
て
自
分
の
思
い
を
確
か
め
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
Ｂ
児
は
、
授
業
の
終
末
、

「
本
当
の
友
達
と
は
、
本
音
を
言
い
合
え

る
簡
単
に
壊
れ
な
い
関
係
」「
相
手
の
こ

と
を
思
い
、
信
じ
れ
ば
、
き
っ
と
思
い
が

伝
わ
る
」
と
綴
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
友
達

と
の
関
係
を
見
つ
め
直
し
た
Ｂ
児
の
考
え

の
深
ま
り
が
表
れ
て
い
た
。

道
徳
の
時
間
の
中
心
と
な
る
教
科
書
の

題
材
が
も
つ
特
徴
を
ど
う
吟
味
し
、
活
用

す
る
か
、
教
師
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
る
。

子
供
た
ち
の
様
々
な
生
活
体
験
、
経
験
と

の
結
び
つ
き
を
見
通
し
、
発
問
や
学
習
活

動
を
工
夫
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ふれあい
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【甲山中校章】

　徳川四天王の一人として徳川家康に仕えた「本多忠勝」を祖とする本多家は、１１代本多家当主忠粛（た
だとし）が、岡崎藩主になって以降、明治維新までの約１００年に渡り、この地を治めた。
　武士としての生き様を説いた本多忠勝の「惣まくり」は、三河武士の信条を象徴的に表したものであり、
藩主が代わるたびに披見され、本多家に語り継がれてきた。岡崎市の礎を築き、大きく影響を与えた本多
家の「忠義を重んじ、世の中に尽くす心を大切にする」思いは、今も脈々と岡崎の地に受け継がれている。

①

・ 

岡
崎
市
の
西
蔵
前
に
生
ま
れ
る
。

・ 

桶
狭
間
の
戦
に
、
十
三
歳
で
初
陣
。

・ 

徳
川
四
天
王
の一
人
で
、
生
涯
五
十
七

度
の
合
戦
に
不
敗
を
誇
る
名
将
。

【惣まくり】
家臣に対して「侍としての
道」を示した書付
※「本多家の遺宝」より

【甲山中学校体育大会　３年男子演武】
　校章にゆかりのある忠勝が槍使いだった
ことから、体育大会のフィナーレで棒術を
披露している。

　鹿角の脇立ては、
伊賀八幡の宮司が
八幡宮の御夢想に
より作成されたも
のと言われている。

【
本
多
忠
勝
像
】

※

「
本
多
家
の
遺
宝
」
よ
り

【
岡
崎
城
家
康
館
見
学
】

（
矢
作
中
一
年
）

①

②

①主
君
と
枕
を
並
て
討
死
を

と
け
忠
節
を
守
を
指
て

侍
と
申
也

＊
主
君
に
最
後
ま
で
忠
節
を
守

る
も
の
を
侍
と
い
う

②
天
下
の

難
儀
を
救
は
ん
と
志
こ
そ

侍
の
役
也

＊
天
下
の
困
難
を
救
お
う
と
志

す
こ
と
が
、
侍
の
役
割
だ

岡崎の礎を築いた本多家 ～三河武士 本多忠勝から脈々とつながる思い～
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【「
岡
崎
藩
校
允
文
・
允
武
館
跡
」
の
碑

（
康
生
町
）】

【
本
多
忠
勝
誕
生
地
碑
（
西
蔵
前
町
）】

・ 

岡
崎
藩
最
後
の
藩
主
（
十
六
代
）

・ 

文
武
を
奨
励
し
、「
藩
校
允
文

館
・
允
武
館
」
を
建
て
る
。

※

岡
崎
の
教
師
塾
「
允
文
館
」
に

つ
な
が
る

⑯⑰Ⓐ

Ⓑ

・ 

忠
敬
の
二
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。

・ 

敷
地
選
定
か
ら
建
築
基
本
設
計

を
自
身
で
手
が
け
、
約
一
年
か
け

て
住
宅
を
完
成
さ
せ
た
。

・ 

岡
崎
市
名
誉
市
民

・ 

旧
郭
内
地
全
部
を
岡
崎
公
園
と

し
て
、
岡
崎
市
に
寄
付
。

・ 

忠
勝
誕
生
の
地
（
西
蔵
前
町
）

に
碑
を
建
立
。

・ 

岡
崎
市
名
誉
市
民

・ 

岡
崎
市
第
二
代
市
長

・ 

図
書
館
新
設

・ 

三
島
小
学
校
鉄
筋
校
舎
建
設

【東洋一といわれた
三島尋常高等小学校校舎】

（岡崎まちものがたり
　　文教と歴史と賑わいの町

三島学区より）

【竜城神社（岡崎公園内）】
　徳川家康（東照大権現）とともに
忠勝（映世大明神）も祭られている。

スパニッシュ様式を基調に、
一部チューダー様式を加味
した木造２階建ての洋風建
築。平成 11 年、世田谷区
にあった忠次邸の取り壊し
が計画されたが、歴史的な
価値を守るため、岡崎市に
建物が寄贈され、再建築さ
れた。

【旧本多忠次邸（東公園内）】

【旧本多忠次邸見学】

【甲冑を手にする忠次】

【忠次が使用したベッドに
デザインされた「葵」】

　見学をして、理想の家を造ろうとした忠次さ
んのことが分かりました。和室の客間には、家
康の家紋と似た、本多家の家紋がついていました。

（南中１年）

本多忠次氏ご息女　本多葵美子さん
　父の普段の生活はとても質素でした。いざというときのことをいつも考
え、質実剛健を目標としていました。子供のころ、父に連れられて本多家
の墓参りなどのために、何度も岡崎を訪れていました。次男でしたが、本
多家のプライドが感じられました。敗戦で家が接収されましたが、この家
を守りたいという強い気持ちから、家を大切に扱ってほしいとマッカー
サーに直談判したそうです。また、父の遺品から、「岡崎音頭」のレコー
ドが出てきたことからも、岡崎への思いが感じられました。

岡崎パブリックサービス
主幹　藤原雅人さん
　忠勝が書いたと言われる「惣まくり」
は、その後の三河武士、そして今の岡
崎の質実剛健な気風につながっている
と思います。

　足腰を低く構え、岡崎市にゆかりの
ある本多忠勝の勇ましさを表現しまし
た。後輩に憧れられる姿を、伝統とし
て残したいと思いながら演技をしまし
た。（甲山中３年）

ただかつ
1忠勝

ただまさ
2忠政

まさとも
3政朝

まさかつ
4政勝

まさなが
5政長

ただくに
6忠国

ただたか
7忠孝

ただなが
8忠良

ただひさ
9忠敞

ただみつ
10忠盈

ただとし
11忠粛

ただつね
12忠典

ただあき
13忠顕

ただなか
14忠考

ただもと
15忠民

ただなお
16忠直

ただあつ
17忠敬

ただあき
18忠昭

ただたね

忠胤

ただあつ

忠敬

ただつぐ
Ｂ忠次

き み こ

葵美子

とし き
Ａ敏樹

本多家系図（関係分）

岡崎の礎を築いた本多家 ～三河武士 本多忠勝から脈々とつながる思い～

※
斜
体
は
岡
崎
藩
主
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◆
教
科
書
展
示
会
の
開
催

県
教
育
委
員
会
で
は
、
県
民
の

教
科
書
に
対
す
る
理
解
や
関
心
を

深
め
る
た
め
に
、
教
科
書
展
示
会

を
県
内
二
十
九
か
所
の
教
科
書
セ

ン
タ
ー
で
開
催
す
る
。
な
お
、
障

が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
の
教
科
書

に
つ
い
て
は
、
愛
知
県
総
合
教
育

セ
ン
タ
ー
で
展
示
す
る
。

岡
崎
地
区
の
教
科
書
セ
ン
タ
ー

は
、
岡
崎
市
中
央
図
書
館
内
に
あ

り
、
展
示
会
は
、
中
央
図
書
館
で

行
わ
れ
る
。
展
示
会
場
に
は
投
書

箱
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
教
科
書

に
対
す
る
意
見
や
要
望
を
投
稿
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

○
展
示
会
場

「
岡
崎
教
科
書
セ
ン
タ
ー
」

・
岡
崎
市
中
央
図
書
館

岡
崎
市
康
生
通
西
四
―
七
十
一

☎
二
三
―
三
一
一
一

○
展
示
期
間

令
和
元
年
六
月
七
日（
金
）

〜
七
月
一
日（
月
）

※
休
館
日
（
水
曜
日
）
を
除
く

○
展
示
教
科
書

平
成
三
十
一
年
度
使
用
の
教
科
書

○
教
科
書
改
訂
の
予
定

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
に
伴

い
、
新
た
な
検
定
教
科
書
が
発
行

さ
れ
る
。
令
和
二
年
度
か
ら
小
学

校
で
、
令
和
三
年
度
か
ら
中
学
校

で
新
し
い
教
科
書
が
使
用
さ
れ

る
。
本
年
度
は
小
学
校
の
教
科
書

採
択
が
行
わ
れ
る
。中
学
校
で
は
、

来
年
度
一
年
間
使
用
す
る
教
科
書

の
採
択
を
行
う
。

●
表

彰

◆
ジ
ュ
ニ
ア
管
打
楽
器
コ
ン
ク
ー

ル
（
全
国
）

○
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
四
重
奏

出
場

北
中
学
校

○
金
管
八
重
奏

出
場

北
中
学
校

◆
第
31
回
中
部
日
本
個
人
・
重
奏

コ
ン
テ
ス
ト
（
本
大
会
）

○
打
楽
器
六
重
奏

金
賞

北
中
学
校

○
ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
四
重
奏

金
賞

竜
海
中
学
校

○
金
管
八
重
奏

銀
賞

北
中
学
校

○
管
弦
打
七
重
奏

銀
賞

六
ツ
美
中
学
校

●
平
成
三
十
一
年
度
校
長
会
役
員

〈
小
中
学
校
長
会
役
員
〉

会

長

髙
須

亮
平（
梅
園
小
）

副
会
長

杉
原
惠
美
子（
六
ツ
美
北
部
小

）

都
筑

祐
一（
葵

中
）

中
村

公
治（
東
海
中
）

顧

問

小
嶋

利
之（
矢
作
北
小
）

会
計
監
査

鳥
居

是
典（
矢
作
南
小
）

山
本

満
夫（
城
北
中
）

庶

務

本
間

茂
夫（
男
川
小
）

和
田

実（
南

中
）

庶
務
補
佐

清
水

範
彦（
小
豆
坂
小
）

永
野

光
雄（
矢
作
中
）

会

計

小
田

昌
男（
岡
崎
小
）

伊
豫
田

守（
竜
海
中
）

中
野
渡
善
樹（
竜
南
中
）

か
え

自
然
に
還
れ

少
年
自
然
の
家
は
昭
和
五
十
二

年
に
開
所
さ
れ
た
。
四
十
年
以
上

に
わ
た
り
、
自
然
を
通
じ
て
子
供

た
ち
の
豊
か
な
感
性
を
育
む
た
め

の
体
験
活
動
の
一
端
を
担
っ
て
き

た
。
ま
た
、
先
生
方
も
日
常
と
は

違
う
活
動
を
通
じ
て
、
子
供
の
可

能
性
を
引
き
出
そ
う
と
工
夫
を
重

ね
て
そ
の
活
動
を
支
え
て
き
た
。

活
動
の
様
子
を
見
て
い
る
と
、

マ
ッ
チ
を
擦
っ
た
こ
と
の
な
い
子

供
の
い
か
に
多
い
こ
と
か
。
食
器

を
洗
っ
た
こ
と
の
な
い
子
も
い

る
。
友
達
と
う
ま
く
話
せ
な
い
子

も
い
る
。
そ
ん
な
彼
ら
が
、
失
敗

を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
で
き
た
喜

び
を
味
わ
う
チ
ャ
ン
ス
が
多
い
の

も
、
こ
の
自
然
体
験
活
動
の
よ
さ

で
あ
ろ
う
。先
生
方
に
と
っ
て
も
、

子
供
を
ほ
め
る
機
会
に
な
り
、
よ

り
よ
い
関
係
づ
く
り
が
進
む
こ
と

に
な
る
。

昨
年
夏
の
猛
暑
は
お
そ
ら
く
開

所
以
来
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
ま

り
の
暑
さ
に
身
の
危
険
を
感
じ

て
、
冷
房
設
備
の
あ
る
研
修
室
と

食
堂
を
利
用
し
て
子
供
た
ち
を
寝

さ
せ
た
団
体
も
あ
っ
た
。「
防
災

訓
練
を
兼
ね
て
」
と
急
き
ょ
判
断

し
た
の
は
、
ま
さ
に
指
導
者
の
臨

機
応
変
の
好
処
置
で
あ
っ
た
。

山
の
学
習
で
は
、
自
然
の
不
便

さ
や
脅
威
、
人
の
力
で
は
動
か
せ

な
い
自
然
の
は
る
か
な
大
き
さ
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
自
然
へ
の
「
畏
敬
」

「
愛
」
と
い
っ
た
思
い
を
育
む
と

と
も
に
、
人
と
自
然
は
い
か
に
共

存
し
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
人
が

自
然
の
中
で
い
か
に
暮
ら
し
て
い

く
の
か
を
見
つ
め
直
す
時
間
に
も

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

様
々
な
情
報
が
あ
ふ
れ
、
め
ま

ぐ
る
し
さ
さ
え
感
じ
る
現
代
社
会

に
お
い
て
、
少
し
ゆ
っ
た
り
と
流

れ
る
時
間
は
、
先
生
に
も
子
供
に

も
貴
重
で
あ
る
。
本
所
の
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
「
少
年
よ

自
然
に
還
れ
」
は
子
供
た
ち
に

と
っ
て
も
先
生
方
に
と
っ
て
も
共

通
の
言
葉
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
先

生
が
教
室
で
は
見
せ
た
こ
と
の
な

い
一
面
を
出
し
て
、
楽
し
く
心
豊

か
な
活
動
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。

お知らせ／少年自然の家だより

少
年
自
然
の
家
だ
よ
り
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評
議
員

畔
柳

朋
典（
美
合
小
）

鈴
木

明（
竜
美
丘
小
）

山
本

照
司（
井
田
小
）

太
田

幹
雄（
秦
梨
小
）

太
田

一
弘（
常
磐
南
小
）

近
藤

嗣
郎（
常
磐
東
小
）

都
築

和
夫（
北
野
小
）

佐
藤

孝
子（
夏
山
小
）

荻
野

卓
寛（
北

中
）

荻
野

款
司（
六
ツ
美
北
中
）

小
川
真
奈
美（
山
中
小
）

梅
田

康
典（
形
埜
小
）

野
田

豊（
美
川
中
）

中
垣

明
道（
六
ツ
美
中
）

名
倉

嘉
章（
新
香
山
中
）

北
村

文
啓（
額
田
中
）

〈
小
学
校
長
会
〉

会

長

杉
原
惠
美
子（
六
ツ
美
北
部
小

）

副
会
長

鳥
居

是
典（
矢
作
南
小
）

山
本

照
司（
井
田
小
）

会
計
監
査

近
藤

嗣
郎（
常
磐
東
小
）

庶

務

本
間

茂
夫（
男
川
小
）

会

計

小
田

昌
男（
岡
崎
小
）

会
計
補
佐

倉
地

耕
治（
豊
富
小
）

〈
中
学
校
長
会
〉

会

長

都
筑

祐
一（
葵

中
）

副
会
長

中
村

公
治（
東
海
中
）

山
本

満
夫（
城
北
中
）

会
計
監
査

荻
野

卓
寛（
北

中
）

庶

務

永
野

光
雄（
矢
作
中
）

会

計

大
西

和
夫（
矢
作
北
中
）

会
計
補
佐

石
川

敏
幸（
常
磐
中
）

〈
専
門
委
員
会
〉

法

制

児
玉

洋
行（
翔
南
中
）

教
育
条
件

大
西

和
夫（
矢
作
北
中
）

学
級
経
営

小
田

哲
也（
羽
根
小
）

進

路

荻
須

文
裕（
河
合
中
）

保

体

野
田

豊（
美
川
中
）

福

安

小
田
喜
代
美（
三
島
小
）

給

食

溝
口

了
実（
岩
津
中
）

生
徒
指
導

永
野

光
雄（
矢
作
中
）

特
別
支
援

酒
井

洋
一（
連
尺
小
）

広

報

牧
野

守（
恵
田
小
）

●
本
年
度
の
特
別
委
員
会

本
年
度
は
以
下
の
十
二
の
特
別

委
員
会
を
置
き
、
岡
崎
市
の
教
育

活
動
の
充
実
・
発
展
を
図
る
。

・
教
育
史
要
Ⅶ

長

伊
豫
田

守（
竜
海
中
）

副

片
桐

徹（
藤
川
小
）

・
月
報「
岡
崎
の
教
育
」編
集
委
員
会

長

清
松

治
子（
矢
作
東
小
）

副

手
島

英
樹（
下
山
小
）

・
教
職
員
の
研
修
に
関
す
る
委
員
会

長

倉
地

耕
治（
豊
富
小
）

副

岩
瀬

竜
弥（
六
ツ
美
南
部
小

）

・
学
校
教
育
活
動
研
究
委
員
会

長

小
田

昌
男（
岡
崎
小
）

副

野
田

豊（
美
川
中
）

・
教
職
員
の
働
き
方
研
究
委
員
会

長

小
川
真
奈
美（
山
中
小
）

副

溝
口

了
実（
岩
津
中
）

・
情
報
教
育
推
進
委
員
会

長

本
間

茂
夫（
男
川
小
）

副

小
田

哲
也（
羽
根
小
）

・
郷
土
読
本
編
集
委
員
会

長

山
内

貴
弘（
福
岡
中
）

副

石
原

真
吾（
大
門
小
）

・
授
業
改
善
委
員
会

長

柴
田

知
子（
愛
宕
小
）

副

熊
谷

清
一（
本
宿
小
）

・
英
語
が
話
せ
る
お
か
ざ
き
っ
子

研
究
委
員
会

長

柵
木

智
幸（
甲
山
中
）

副

坂
元

干
城（
六
名
小
）

・
学
校
評
価
委
員
会

長

山
本

則
夫（
六
ツ
美
西
部
小

）

・
科
学
の
心
を
育
て
る
委
員
会

長

荻
須

文
裕（
河
合
中
）

・
教
員
免
許
更
新
特
別
委
員
会

長

長
坂

博
子（
生
平
小
）

●
本
年
度
の
研
究
発
表
校

本
年
度
の
研
究
発
表
校
は
、
市

委
嘱
の
発
表
校
が
三
校
、
自
主
発

表
が
一
校
で
あ
る
。

○
市
委
嘱
研
究
発
表
校

・
上
地
小
学
校
（
国
語
科
）

正
し
く
・
深
く
読
む
子
を
育
て

る
国
語
科
の
授
業

〜
説
明
文
・
物
語
文
の
学
習
を

通
し
て
〜

十
月
三
十
日（
水
）

・
岩
津
小
学
校
（
算
数
・
理
科
・
生
活
・
図
工
）

自
ら
考
え
、
判
断
し
、
表
現
す

る
岩
津
っ
子
の
育
成

〜
「IW

A Z
U
Style

」
を
も

と
に
し
た
授
業
づ
く
り

十
一
月
六
日（
水
）

・
竜
南
中
学
校
（
全
教
科
）

教
科
の
見
方
・
考
え
方
を
働
か

せ
た
深
い
学
び
の
構
築

〜
竜
南
ス
タ
イ
ル
の
授
業
構
想

を
通
し
て
〜

十
一
月
十
三
日（
水
）

○
自
主
研
究
発
表

・
竜
海
中
学
校
（
全
教
科
）

わ
か
る
学
習
指
導

第
11
次
研

究
（
5
年
次
）

チ
ャ
レ
ン
ジ

竜
海
式

A
ctive

learning

―
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り

入
れ
た
教
科
学
習
を
中
心
に
―

十
一
月
二
十
日（
水
）

○
東
海
北
陸
地
区
へ
き
地
教
育

研
究
大
会

・
宮
崎
小
（
全
教
科
・
領
域
）

ふ
る
さ
と
宮
崎
で
学
び
、
新
し

い
時
代
を
た
く
ま
し
く
生
き
抜

く
子
供
の
育
成

〜
子
供
の
語
り
合
い
を
引
き
出

し
、
深
い
学
び
に
つ
な
げ
る
教

師
支
援
の
工
夫
〜

十
一
月
一
日（
金
）

・
愛
知
教
育
大
学
附
属
岡
崎
中
学
校

十
月
一
日（
火
）

・
愛
知
教
育
大
学
附
属
特
別
支
援
学
校

十
一
月
八
日（
金
）

・
愛
知
教
育
大
学
附
属
岡
崎
小
学
校

十
一
月
二
十
日（
水
）

〜
二
十
二
日（
金
）

●
本
年
度
の
学
校
訪
問

○
岡
崎
市
教
育
委
員
訪
問

常
磐
東
小
学
校

五
月
十
六
日（
木
）

井
田
小
学
校

六
月
二
十
七
日（
木
）

南
中
学
校

九
月
二
十
六
日（
木
）

矢
作
北
中
学
校

十
月
二
十
四
日（
木
）

福
岡
小
学
校

十
一
月
二
十
一
日（
木
）

大
門
小
学
校

一
月
二
十
三
日（
木
）

六
ツ
美
中
部
小
学
校

二
月
六
日（
木
）

○
指
導
員
合
同
訪
問

・
根
石
小
・
矢
作
西
小
・
六
ツ
美
中

六
月
二
十
日（
木
）

・
緑
丘
小
・
細
川
小
・
額
田
中

十
一
月
十
四
日（
木
）

お知らせ
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六
ツ
美
西
部
小
学
校
は
、
六
ツ
美
北
部
小
学
校

の
過
大
校
解
消
に
伴
い
、
平
成
九
年
四
月
に
誕
生

し
た
。
校
歌
の
な
い
ま
ま
開
校
さ
れ
、
翌
年
三
月

に
作
詞
家
、
作
曲
家
を
招
い
て
正
式
に
校
歌
が
披

露
さ
れ
た
。
そ
の
校
歌
に
あ
る
「
人
に
優
し
く
自

分
に
強
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
昨
年
の
開
校
二
十

周
年
記
念
に
校
訓
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。

月
日
が
経
ち
、
学
校
周
辺
の
風
景
や
そ
こ
に
暮

ら
す
人
々
も
様
変
わ
り
し
た
が
、
校
歌
に
は
、
郷

土
の
自
然
、
学
校
や
子
供
た
ち
に
対
す
る
思
い
や

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
今
一
度
、
歌
詞
に
込

め
ら
れ
た
郷
土
の
自
然
や
当
時
の
人
々
の
思
い
を

か
み
し
め
た
い
。

＊南相馬10日間の救命医療 太田圭祐
時事通信社 ￥1，400

心に残った一文
息はあるがそのまま霊安室に運ぶように指

示した患者の顔は、今でもはっきりと覚え

ている。

医師、看護師、医療スタッフが、地震、津
波に加え、原発事故の最前線で戦った10日間
の記録である。病院現場の事実が淡々と語ら
れているが、その言葉は重い。
心の準備はない。入院患者の安全確保、次々
と運び込まれる被災者の対応、その全てが突
然に降りかかった現場の状況に、読者も引き
ずり込まれる。
迷いつつも家族との避難を選択する職員と
留まる職員。両者の信頼関係に、私は心を打
たれた。人と人とのつながりが、現場を強く
するのである。

＊先生がつぶれる学校、先生が生きる学校 妹尾 昌俊
学事出版 ￥1，800

＊山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた
山中 伸弥・緑 慎也

講談社 ￥800
＊悲しみは真の人生の始まり 柳田 邦男
ＰＨＰ ￥1，200

河合中 荻須 文裕

本
質
を
示
し
た
「
惣
ま
く
り
」
か
ら
忠
勝
の

武
士
と
し
て
の
生
き
様
が
伝
わ
る
。

忠
勝
の
時
代
か
ら
続
く
三
河
武
士
の
質
実
剛

健
の
気
風
は
、
岡
崎
の
た
め
に
尽
力
し
た
忠
敬

や
忠
直
ら
に
受
け
継
が
れ
て
い
た
。
歴
史
を
踏

ま
え
、
ふ
る
さ
と
を
大
切
に
す
る
気
持

ち
を
育
て
て
い
き
た
い
。

次
の
世
代
が
活
躍
で
き
る
社
会
を
目
指
す
の

は
、
教
師
も
農
家
も
同
じ
で
あ
る
。

社
会
人
と
し
て
子
供
た
ち
に
働
く
姿
を
見
せ

る
こ
と
は
、
仕
事
へ
の
や
り
が
い
や
働
く
こ
と

の
す
ば
ら
し
さ
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
子
供
が

や
り
た
い
こ
と
を
見
つ
け
、
実
現
さ
せ

て
い
く
た
め
の
手
本
と
な
り
た
い
。

特
別
の
教
科

道
徳
は
、
生
活
科
以

来
の
新
た
な
教
科
と
な
っ
た
。
平
成
の

三
十
一
年
間
、
教
科
や
評
価
方
法
な
ど
、
時
代

の
要
請
に
応
じ
て
、教
育
は
大
き
く
変
化
し
た
。

令
和
の
時
代
で
も
多
く
の
変
化
が
あ
る
だ
ろ

う
が
、
子
供
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
教
師
の

思
い
は
変
わ
ら
な
い
。

ホ

ッ

と

フォト・ヒストリー岡崎の教育／この本を／ホッと

���

���

校歌・校旗披露の会
（平成10年）

写真提供：六ツ美西部小学校

皐 月

熱い気持ちを声に乗せて
（平成３０年度 中学校総合体育大会）

・
カ

ッ

ト

井

田

小

岩

田

恵

子




