
　

平
成
29（
２
０
１
７
）年
10
月
に
当
館
で
公
開
を
開
始
し
た
資

料「
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
票
」に
つ
い
て
は
、『
公
文
書
館
だ

よ
り
』第
37
号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　

今
号
で
は
同
資
料
の
公
開
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
特
別
展

示「
神
奈
川
の
海
外
引
揚
」に
つ
い
て
展
示
資
料
を
交
え
て
そ
の

内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。当
展
示
は
４
つ
の
切
り
口（
コ
ー
ナ
ー
）

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

１
番
目
の
コ
ー
ナ
ー
は
、「
在

外
私
有
財
産
実
態
調
査
票
」と

は
何
か
に
つ
い
て
扱
い
ま
す
。

昭
和
20（
１
９
４
５
）年
８
月
以

降
、か
つ
て
の
大
日
本
帝
国
を

構
成
し
て
い
た
海
外
領
土
や
勢

力
圏
か
ら
の
退
去
と
日
本
本
土

へ
の
引
揚
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
一
般
邦
人
は
、在
地
で
築
い
た
財

産
の
大
半
を
失
い
ま
し
た
。引
揚
者
団
体
全
国
連
合
会
に
よ
る
在

外
私
有
財
産
実
態
調
査
は
昭
和
39（
１
９
６
４
）年
と
い
う
戦
後

19
年
を
経
過
し
た
時
点
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
に
至
る

「
在
外
財
産
問
題
」の
経
緯
を
解

説
パ
ネ
ル
で
概
観
し
ま
す
。

　

加
え
て
、当
調
査
に
先
立
つ

８
年
前
の
昭
和
31（
１
９
５
６
）

年
に
厚
生
省
に
よ
っ
て
実
施

さ
れ
た
、神
奈
川
県
在
住
者
分

の「
引
揚
者
在
外
事
実
調
査
票

（
控
）」も
展
示
し
て
い
ま
す
。

　 　　

と
こ
ろ
で
、調
査
の
実
施
は
引
揚
者
に
ど
の
よ
う
に
告
知
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。そ
の
実
態
の
一
端
を
示
す
資
料
と
し
て
調
査

を
告
知
す
る
ポ
ス
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。

　　

さ
ら
に
、生
活
の
基
盤
を
失
っ
た
引
揚
者
へ
の
措
置
と
し
て
行

わ
れ
た
給
付
金
や
特
別
交
付
金
の
支
給
は
、切
り
取
り
式
の「
賦

札
」に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
を
示
す
債
券
の
残
骸
も

展
示
資
料
の
一
つ
で
す
。

　

な
お
、当
館
が
所
蔵
す
る
４
６
１
，４
５
６
枚
の
調
査
票
の

内
、神
奈
川
県
在
住
者
回
答
分
３
，

１
９
３
枚
に
つ
い
て
は
回
答
結
果

（
主
要
な
一
部
）の
集
計
が
行
わ
れ

報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。こ
の
報
告
書
の
内
容
は
平

成
30
年
度
内
に
刊
行
予
定
の
当
館

『
紀
要
』誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
予
定

で
す
。

特
別
展
示「
神
奈
川
の
海
外
引
揚

  

　
　
｜『
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
票
』を
め
ぐ
っ
て
｜
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
平
成
29
年
10
月
１
日
～
平
成
30
年
３
月
31
日
開
催
）の
紹
介
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県
が
作
成
し
た「
天
皇
陛
下　

横
浜
・
川

崎
・
浦
賀
地
区　

行
幸
警
衛
警
備
計
画
」

の
文
書
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　　

そ
の
他
、援
護
策
の
中
で
も
重
要
課

題
で
あ
っ
た
住
宅
の
提
供
に
関
す
る
資

料
や
、戦
後
の
食
糧
確
保
や
復
員
・
引
揚

者
の
雇
用
、帰
農
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た

「
緊
急
開
拓
事
業
」に
関
す
る
資
料
を
取

り
上
げ
て
い
ま
す
。

　

３
番
目
の
コ
ー
ナ
ー
は
、そ
も
そ
も

「
引
揚
」を
も
た
ら
し
た
前
提
と
し
て
、日

本
人
の
海
外
へ
の
大
量
渡
航
が
、特
に
満

蒙
開
拓
を
中
心
に
し
て
、ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
た
の
か
を
扱
い
ま
す
。

　

疲
弊
し
た
農
村
問
題
の
解
決
を
目
指
し

て
当
時
の
農
林
省
が
進
め
た
経
済
更
生
運

動
の
中
で
、適
正
規
模
論
に
基
づ
く「
分
村

移
民
」と
い
う
大
量
移
民
が
満
洲
の
地
へ

向
け
て
国
策
と
し
て
進
め
ら
れ
ま
す
。

　

戦
前
、神
奈
川
県
内
か
ら
送
り
出
さ
れ

た
満
蒙
開
拓
団
は
６
団
体
と
さ
れ
て
い

ま
す
。中
で
も
、ソ
連
国
境
近
く
に
入
植

し
た
津
久
井
郡
の
青
根
村
と
青
野
原
村

の
開
拓
団
は
、終
戦
直
前
の
ソ
連
侵
攻
に

よ
っ
て
悲
惨
な
逃
避
行
を
余
儀
な
く
さ

れ
ま
す
。戦
後
35
年
を
経
て
地
元
の
高
校

生
ら
に
よ
っ
て
、当
時
の
開
拓
団
員
の
聞

き
取
り
調
査
が
行
わ
れ
、貴
重
な
記
録
と

し
て
残
さ
れ
ま
す
。

　　

満
蒙
開
拓
に
参
加
す
る
男
子
に
開
拓

民
と
し
て
必
要
な
訓
練
を
施
す
施
設
と

し
て
神
奈
川
県
内
に
も「
神
奈
川
県
拓
務

訓
練
所
」が
昭
和
15（
１
９
４
０
）年
に
開

設
さ
れ
ま
す
。そ
の
施
設
の
外
観
を
示
す

青
写
真
を
始
め
、当
館
に
寄
託
さ
れ
た
民

間
所
在
資
料
の
中
に
も
、入
所
者
が
携
帯

し
た
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク『
大
和
魂
』や
入
所

者
名
簿
な
ど
、そ
の
実
態
の
一
端
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
資
料
が
あ
り
ま
す
。

　

　

　

当
時
、満
蒙
開
拓
者
の
配
偶
者
と
な
る

女
性
た
ち
は「
大
陸
の
花
嫁
」と
し
て
も

て
は
や
さ
れ
ま
す
。そ
の
組
織
的
な
養
成

機
関
と
し
て
開
設
さ
れ
た「
女
子
農
民
道

場
」や
、女
子
拓
殖
講
習
を
展
開
す
る
神

奈
川
県
の
公
文
書
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

戦
前
、内
閣
情
報
局
が
発
行
し
て
い
た

広
報
雑
誌『
写
真
週
報
』は
当
時
進
め
ら

れ
て
い
た
国
策
等
の
数
々
を
豊
富
な
写

真
で
紹
介
し
て
お
り
、国
民
教
化
の
実
際

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　

４
番
目
と
し
て
、過
酷
な
運
命
に
翻
弄

さ
れ
た
引
揚
者
た
ち
の
肉
声
を
綴
っ
た

「
体
験
談
」の
数
々
を
ご
紹
介
す
る
と
と

も
に
、体
験
談
と
、そ
れ
を
綴
っ
た
同
じ

引
揚
者
が
記
入
し
た
調
査
票
と
を
対
比

す
る
こ
と
で
、私
的
な
体
験
談
と
、公
的

な
記
録
の
、各
々
の
資
料
と
し
て
の
特
徴

を
実
感
し
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
展
示
と
解
説
等
に

よ
っ
て
、「
在
外
私
有
財
産
実
態
調
査
票
」

と
い
う
資
料
の
背
景
の
一
端
に
触
れ
て
、

資
料
へ
の
興
味
と
理
解
を
深
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
資
料
課　

木
本 

洋
祐
）
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２
番
目
の
コ
ー
ナ
ー
は
、こ
の
調
査
票

に
回
答
さ
れ
た
方
々
が
経
験
し
た「
引

揚
」は
、ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。そ

の
経
緯
を
解
説
パ
ネ
ル
で
振
り
返
る
と

と
も
に
、３
０
０
万
人
以
上（
復
員
し
た

兵
士
を
含
め
る
と
約
６
６
０
万
人
）の
引

揚
者
を
受
け
入
れ
た
国
、県
は
ど
の
よ
う

な
対
応
を
し
た
の
か
、引
揚
援
護
業
務
の

一
端
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

戦
地
か
ら
復
員
す
る
兵
士
や
外
地
か

ら
引
き
揚
げ
る
一
般
邦
人
は
船
舶
に

よ
っ
て
帰
還
す
る
た
め
、こ
れ
を
受
け

入
れ
る
た
め
の
引
揚
港
が
指
定
さ
れ
、

各
港
ご
と
に
引
揚
援
護
局
が
開
設
さ
れ

ま
す
。神
奈
川
県
内
に
開
設
さ
れ
た
浦

賀
引
揚
援
護
局
は
主
に
南
方
諸
地
域

か
ら
約
56
万
人
の
復
員
・
引
揚
者
を
受

け
入
れ
ま
す
。そ
の
引
揚
援
護
の
活
動

内
容
は
、閉
局
後
に『
浦
賀
引
揚
援
護
局

史
』と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
す
。今
は
茶

色
く
変
色

し
た
下
級

紙
に
ガ
リ

版
刷
り
で

印
刷
さ
れ

た
稀
少
な

記
録
で
す
。

　

昭
和
21（
１
９
４
６
）年
２
月
、戦
後
初

の
巡
幸
地
の
一
つ
と
し
て
昭
和
天
皇
が

浦
賀
引
揚
援
護
局
を
慰
問
し
ま
す
。そ
の

姿
を
撮
影
し
た
写
真（
ア
メ
リ
カ
国
立
公

文
書
館
所
蔵
写
真
の
複
製
）や
、神
奈
川

『
昭
和
21
年
３
月
参
事
会

議
案
原
稿
』よ
り【
歴
史
的

公
文
書 

県
会-1

9
4
6
-2

】

『浦賀引揚援護局史』より
【行政刊行物・図書
K369-0-0218】

【当館資料「アメリカ国立
公文書館所蔵写真」より】

『昭 和16年 営 繕 課 第４
号』より【歴史的公文書
県各課11-3-101】

相模国愛甲郡
林村（厚木市）
成瀬家文書より

【古文書・私文書
2199440257】

相模国愛甲郡林村（厚木
市）成瀬家文書より【古文
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【行政刊行物・図書
Ｇ74-0-0014】



く
は
資
料
の
提
供
施
設
で
あ
り
、そ
の

目
的
が
根
本
的
に
大
き
く
異
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。ま
ず
は
、こ
う
し
た
違
い

を
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
点
を
踏
ま
え
、当
館
に
お
い
て
展

示
を
行
な
う
目
的
、ま
た
そ
の
意
義
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

当
館
展
示
の
第
一
の
目
的
は
、「
公
文

書
館
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
」で
す
。

そ
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
の
が
常
設
展

示「
公
文
書
館
の
仕
事
紹
介
」に
な
り
ま

す
。常
設
展
示
で
は
、公
文
書
館
が
出
来

る
ま
で
の
経
緯
や
、公
文
書
館
で
行
っ
て

い
る
資
料
の
収
集
や
修
復
と
い
っ
た
業

務
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。普
段
、な
か
な
か
目
に
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
公
文
書
館
業
務
を
知
っ
て
も

ら
う
こ
と
で
、公
文
書
館
が
ど
ん
な
施
設

で
あ
る
か
を
理
解
し
て
い
て
い
た
だ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
目
的
が
、「
公
文
書
館
の

資
料
を
知
っ
て
も
ら
う
」で
す
。当
館
が

収
蔵
す
る
資
料
は
開
館
以
来
増
え
続
け
、

約
80
万
件
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。こ

れ
ら
の
資
料
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録

さ
れ
、簡
単
に
検
索
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。し
か
し
、そ
も
そ
も
公
文
書

館
に
は
ど
ん
な
資
料
が
あ
る
の
か
、と
い

う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、検
索
の
し
よ

う
も
な
い
で
し
ょ
う
。そ
こ
で
、展
示
室

に
お
い
て
収
蔵
資
料
紹
介
展
示
や
企
画

展
示
を
開
く
こ
と
に
よ
り
、公
文
書
館
に

は
ど
ん
な
資
料
が
あ
る
の
か
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

　

特
に
企
画
展
示
で
は
毎
回
特
定
の

テ
ー
マ
を
設
定
し
、そ
の
テ
ー
マ
に
関
す

る
ど
ん
な
資
料
が
あ
る
の
か
を
集
中
的

に
紹
介
し
て
い
ま
す
。平
成
29
年
度
は

「
か
な
が
わ
と
漁
業
―
東
京
湾
漁
業
組
合

が
で
き
る
ま
で
―
」と
題
し
、江
戸
時
代

か
ら
明
治
初
め
の
東
京
湾
の
漁
業
に
関

す
る
資
料
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

東
京
湾
漁
業
関
係
資
料
は
、当
館
で
は

「
武
蔵
国
橘
樹
郡
神
奈
川
宿
本
陣
石
井

家
文
書
」「
武
蔵
国
久
良
岐
郡
森
公
田
村

浜
田
家
文
書
」「
武
蔵
国
久
良
岐
郡
野
島

浦
鈴
木
家
文
書
」に
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

す
。石
井
家
文
書
・
鈴
木
家
文
書
は
研
究

利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、漁
業
に
関
す

る
資
料
の
利
用
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。ま
た
、浜
田
家
文
書
に
至
っ
て
は
、資

料
群
の
利
用
自
体
が
稀
で
す
。こ
う
し
た

あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
資
料
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
る
こ
と
で
、よ
り
多
く
の

資
料
の
利
用
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
企

図
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、当
館
に
お
け
る
展
示

は
、当
館
自
体
と
当
館
が
収
蔵
す
る
資
料

の
紹
介
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。展
示
で

当
館
の
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、よ
り
多

く
の
人
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

願
っ
て
お
り
ま
す
。

（
資
料
課　

上
田 

良
知
）
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神
奈
川
県
立
公
文
書
館
に
お
け
る

 
展
示
の
目
的
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て

　

さ
て
、そ
ん
な
当
館
で
す
が
、ほ
と
ん

ど
の
方
は
図
書
館
あ
る
い
は
博
物
館
の

よ
う
な
施
設
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

当
館
に
入
る
と
、右
手
に
閲
覧
室
、左

手
に
展
示
室
が
あ
り
ま
す
。閲
覧
室
に
は

神
奈
川
県
を
は
じ
め
、国
や
県
内
市
町
村

の
発
行
し
た
行
政
刊
行
物
、当
館
収
蔵
資

料
に
関
係
す
る
参
考
図
書
な
ど
を
配
架

し
て
い
ま
す
が
、そ
れ
が
図
書
館
の
よ
う

に
映
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、展

示
室
で
は
展
示
ケ
ー
ス
内
に
古
文
書
を

は
じ
め
と
し
た
資
料
を
展
示
し
て
い
る

た
め
、博
物
館
と
も
映
る
で
し
ょ
う
。し

か
し
、図
書
館
・
博
物
館
と
公
文
書
館
は
、

そ
の
前
提
が
全
く
異
な
り
ま
す
。

　

図
書
館
・
博
物
館
は
、そ
の
設
置
根
拠

と
な
る
図
書
館
法
・
博
物
館
法
に
お
い

て
、社
会
教
育
法
に
基
づ
き
国
民
の
教

育
・
学
術
・
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。対
し
て
公
文

書
館
の
設
置
根
拠
と
な
る
公
文
書
館
法

で
は
、公
文
書
等
の
歴
史
資
料
を
保
存
・

利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、図
書
館
・
博
物
館
は
社
会
教
育

施
設
で
あ
る
が
、公
文
書
館
は
情
報
も
し

　　

公
文
書
館
と
は
何
か
。

　

当
館
の
普
及
啓
発
活
動
に
お
い
て
、最

も
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ

れ
に
尽
き
ま
す
。

　

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
い
う
言
葉
が
社
会

に
広
ま
り
始
め
10
年
以
上
経
ち
ま
す
が
、

い
ま
だ
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
は
何
か
を

日
本
の
社
会
は
理
解
す
る
に
は
至
っ
て

い
ま
せ
ん
。字
義
的
に
は
、①
現
用
価
値
を

失
っ
た
後
も
歴
史
的・
文
化
的
価
値
の
あ

る
記
録
資
料
、②
記
録
資
料
を
保
存・利
用

す
る
施
設
、③
記
録
資
料
を
収
集・
整
理・

保
存・公
開
す
る
機
能
、主
に
こ
の
３
点
が

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
館
は
こ
れ
に
完
全
に
合
致
し
て
お

り
、神
奈
川
県
が
作
成
し
た
文
書
を
収
集

し
、歴
史
的
価
値
の
あ
る
文
書
を
選
別・保

存
し
、利
用
者
に
公
開
す
る
こ
と
を
業
務

の
第
一
と
し
て
い
ま
す
。ま
た
、神
奈
川

県
域
に
お
け
る
江
戸
時
代
～
明
治
初
期

の
村
の
行
政
文
書
や
、往
時
の
人
々
の
生

活
や
組
織
の
あ
り
様
が
わ
か
る
文
書
と

い
っ
た
古
文
書・私
文
書
も
同
じ
く
収
集・

整
理・
公
開
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
、当

館
が
公
文
書
館
と
し
て
存
在
し
得
る
た

め
に
欠
か
せ
な
い
業
務
と
な
り
ま
す
。



　　

当
館
で
は
、県
が
作
成
し
た
歴
史
的

に
重
要
な
文
書
や
、神
奈
川
に
関
わ
り

の
あ
る
古
文
書
、図
書
な
ど
を
収
集
、保

存
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
事
業
計
画
は
、次
の

と
お
り
で
す
。

◆ 

生
涯
学
習
講
座
　（
定
員
１
０
０
人
）

　
明
治
百
五
十
年
記
念
企
画

　「
神
奈
川
の
地
名
　
町
村
の
変
遷
に

　
見
る
明
治
維
新
」

　

５
月
20
日（
日
）

　

県
民
に
関
心
の
高
い
テ
ー
マ
を
当
館

の
収
蔵
資
料
等
を
利
用
し
て
解
説
す
る

講
座
を
開
催
し
ま
す
。

◆ 

古
文
書
講
座
入
門
編
　
夏

　
　
　
　
　
　
　
　（
定
員
１
０
０
人
）

　

６
月
10
日
～
７
月
８
日
の
各
日
曜
日

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
全
5
回
）

◆ 

古
文
書
講
座
入
門
編
　
秋

　
　
　
　
　
　
　
　（
定
員
１
０
０
人
）

　

８
月
19
日
～
９
月
16
日
の
各
日
曜
日

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
全
5
回
）
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ー 交通の案内 ー
電車の場合  相鉄線「二俣川駅」（横浜駅から急行で11分）下車、
　　　　　  徒歩17分又は相鉄バス「運転試験場循環」で「運転試験場」
　　　　　  下車徒歩3分
車の場合　  「保土ヶ谷バイパス」本村インターから6分

◆ 

古
文
書
講
座
応
用
編

　
　
　
　
　
　
　
　（
定
員
１
０
０
人
）

　

10
月
７
日
～
11
月
４
日
の
各
日
曜
日

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
全
5
回
）

　

古
文
書
関
係
の
講
座
は
、「
入
門
編
」

と「
応
用
編
」を
開
催
し
ま
す
。初
め
て

古
文
書
を
読
む
方
か
ら
、あ
る
程
度
の

読
解
力
の
あ
る
方
ま
で
、そ
れ
ぞ
れ
の

方
を
対
象
に
開
催
し
ま
す
。

◆ 
夏
休
み
親
子
講
座

　

７
月
22
日（
日
）

歴
史
の
勉
強
を
親
子
で
で
き
る
よ
う

に
、当
館
の
資
料
を
使
っ
て
楽
し
い
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

◆ 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講
座

　
　
　
　
　
　
　
　（
定
員
１
０
０
人
）

　

11
月
11
日（
日
）

　

県
民
共
有
の
知
的
資
源
で
あ
る
歴
史

資
料
の
収
集
、保
存
等
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

【
休
館
日
】

　

月
曜
日
、国
民
の
祝
日
及
び
祝
日
が

月
曜
日
の
場
合
は
翌
火
曜
日
、年
末
年

始
12
月
28
日
～
1
月
4
日

　

４
月
１
日
～
15
日
は
、資
料
整
理
の

た
め
閲
覧
室
は
休
室
し
ま
す
。

【
利
用
方
法
】

　

閲
覧
室
に
開
架
さ
れ
て
い
る
資
料
は

自
由
に
閲
覧
で
き
ま
す
。ま
た
、書
庫
内

の
資
料
は
受
付
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
展
示
見
学
は
、無
料
で
す
。ご
自
由
に

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、団
体
で
の
施
設
見
学
等
も
随

時
受
け
付
け
ま
す
。

　

会
議
室
は
、施
設
利
用
予
約
シ
ス
テ

ム
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆ 

明
治
百
五
十
年
記
念
企
画
展
示

　「
明
治
維
新
と
神
奈
川
県
」

　

４
月
17
日（
火
）～
９
月
16
日（
日
）

　
◆ 

公
文
書
館
開
館
二
十
五
周
年
記
念
展
示

　「
公
文
書
を
考
え
る
」（
仮
称
）

　

10
月
２
日（
火
）～
３
月
31
日（
日
）

　

企
画
展
示
は
、毎
回
テ
ー
マ
を
定
め
、

こ
れ
に
か
か
わ
り
の
あ
る
事
柄
を
当
館

収
蔵
資
料
を
活
用
し
て
紹
介
し
ま
す
。

◆ 

常
設
展
示

　
「
公
文
書
館
の
仕
事
紹
介
」

　

当
館
１
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
当
館
の
業

務
を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

◆ 

公
文
書
館
見
学
会

　

11
月
11
日（
日
）

　
当
館
の
裏
側
を
公
開
し
ま
す
！
書
庫
や

選
別
室
、修
復
室
な
ど
い
つ
も
見
ら
れ
な

い
部
分
を
ご
案
内
し
ま
す
。

【
利
用
時
間
】

　

閲
覧
室　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

　

会
議
室　

午
前
９
時
～
午
後
９
時

講
座
の
ご
案
内

展
示
の
ご
案
内

施
設
の
公
開

館
利
用
の
ご
案
内

公
文
書
館
の
利
用
案
内


