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公
文
書
館
収
蔵
資
料

マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
の
大
旆

　

明
治
５
年
６
月
４
日
、
ペ
ル
ー
国
船
マ

リ
ア
・
ル
ス
号
が
中
国
人
労
働
移
民
二
三

〇
余
名
を
輸
送
中
、
船
体
修
理
の
た
め
横

浜
港
に
入
港
し
た
。
寄
港
中
、
一
人
の
移

民
が
虐
待
に
耐
え
か
ね
て
逃
亡
し
、
イ
ギ

リ
ス
軍
艦
に
救
わ
れ
ま
し
た
。

　

外
務
卿
副
島
種
臣
は
、
神
奈
川
県
令
大

江
卓
を
裁
判
長
と
す
る
臨
時
法
廷
を
神
奈

川
県
庁
に
開
設
。
領
事
裁
判
制
度
下
で
し

た
が
、
ペ
ル
ー
と
は
条
約
未
締
結
で
裁
判

権
は
日
本
に
あ
り
ま
し
た
。
大
江
卓
は
、

移
民
全
員
二
三
〇
余
人
の
解
放
の
判
決
を

下
し
、
ペ
ル
ー
の
損
害
賠
償
も
退
け
、
日

本
は
初
め
て
の
国
際
裁
判
に
勝
利
を
収
め

ま
し
た
。

　

こ
の
旗
は
、
横
浜
の
清
国
人
た
ち
が
、

副
島
・
大
江
両
人
に
感
謝
の
気
持
を
託
し

て
贈
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
事
件
は
、
国

内
の
人
身
売
買
禁
止
令
の
契
機
と
も
な
り

ま
し
た
。

マリア・ルス号事件・大旆（たて348cm×よこ187cm）
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『
開
館
一
年
を
ふ
り
か
え
っ
て
』

公
文
書
館
運
営
協
議
会
会
長　

金
原　

左
門

（
中
央
大
学
教
授
） 

公　

文　

書　

館　

長　

大
迫　

修
一

県
立
公
文
書
館
が
で
き
る
ま
で

大
迫　

神
奈
川
県
で
は
昭
和
四
十
二
年
に

神
奈
川
県
政
百
年
を
記
念
し
て
県
史
編
纂

を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
と
き
収
集
し
た
資

料
を
保
存
、
活
用
す
る
た
め
に
昭
和
四
十

七
年
に
県
立
文
化
資
料
館
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
そ
れ
で
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な

い
の
で
、
本
格
的
な
公
文
書
館
が
必
要
だ

と
い
う
声
が
、
県
庁
の
な
か
で
も
ま
た
外

部
の
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
も
あ
り
ま
し

た
。
そ
う
い
う
こ
と
を
受
け
て
昭
和
六
十

年
か
ら
県
庁
内
部
の
検
討
が
始
ま
り
ま
し

た
。
ま
た
、
外
部
の
各
分
野
の
専
門
の
方
々

の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昭
和
六

十
年
か
ら
検
討
を
始
め
て
、
昨
年
十
一
月

に
オ
ー
プ
ン
で
き
た
と
い
う
長
い
具
体
的

な
検
討
期
間
が
あ
り
ま
し
た
。

　

私
は
公
文
書
館
の
開
館
ま
で
に
四
回
こ

の
仕
事
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
な

か
で
こ
の
館
を
つ
く
る
一
番
の
基
本
的
な

考
え
方
は
、
公
文
書
等
を
一
元
的
に
収
集
・

保
存
し
、
資
料
の
散
逸
を
防
止
し
て
、
情

報
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
県
立
文
化
資
料
館
は
、
公
文
書

館
と
ほ
ぼ
同
じ
機
能
を
持
っ
た
施
設
で
し

た
が
、
公
文
書
等
を
収
集
す
る
シ
ス
テ
ム

が
必
ず
し
も
十
分
発
揮
で
き
る
体
制
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
教
育
庁
所

管
で
全
庁
に
対
す
る
多
少
の
遠
慮
も
あ
り

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
一
元
的
な
資
料
の
収

集
が
行
え
る
よ
う
に
知
事
部
局
に
独
立
し

た
公
文
書
館
を
つ
く
り
ま
し
た
。

金
原　

今
、
館
長
か
ら
文
化
資
料
館
の
話

が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
も
県
史
編
纂
事
業

に
最
初
か
ら
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
の
で
そ

の
事
情
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
文
化
資
料

館
が
で
き
て
か
ら
も
県
史
編
纂
は
平
行
し

て
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
公
文

書
館
的
機
能
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
は

い
え
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
来
た
と

思
い
ま
す
。
そ
の
後
、
県
史
編
纂
が
終
り
、

昭
和
六
十
三
年
に
「
公
文
書
館
構
想
懇
話

会
」
の
メ
ン
バ
ー
に
入
り
ま
し
て
、
県
も

公
文
書
館
建
設
に
対
し
て
腰
を
上
げ
る
の

か
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ

れ
で
も
ま
だ
、
ど
う
い
う
規
模
の
も
の
が

で
き
る
の
か
は
私
た
ち
委
員
は
全
く
見
当

が
つ
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
公
文

書
館
の
必
要
性
と
い
う
の
は
、
お
話
の
よ

う
に
、
県
の
幹
部
で
あ
ろ
う
と
県
民
で
あ

る
と
を
問
わ
ず
必
要
に
な
っ
て
き
た
状
態

だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
当
時
座
長
は

丹
羽
邦
男
さ
ん
で
私
が
副
座
長
で
し
た
が
、

い
ろ
ん
な
意
見
が
そ
こ
か
ら
で
て
き
ま
し

て
ね
、
思
い
き
っ
て
と
に
か
く
県
民
の
声

を
県
の
方
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、

も
う
実
現
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
が
ら
ま

で
も
含
め
て
意
見
を
提
出
し
ま
し
た
。
で

す
か
ら
、
そ
の
上
で
今
日
の
県
立
公
文
書

館
が
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か

も
、
そ
れ
は
、
我
々
が
予
想
し
て
い
た
以

上
の
、
制
度
や
内
容
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

な
も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
抜
本
的
に

文
書
館
を
転
換
さ
せ
た
規
模
の
も
の
に
な

り
、
こ
れ
は
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

公文書館運営
協議会　会長 金原　左門

県
立
公
文
書
館
の
特
色

大
迫　

で
は
、
神
奈
川
県
の
新
し
い
公
文

書
館
の
特
色
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
ま
ず
、
資
料
の
収
集
で
す
が
、
神
奈

川
の
場
合
は
、
公
安
委
員
会
を
除
い
た
十

一
の
県
機
関
の
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た

す
べ
て
の
公
文
書
を
公
文
書
館
に
引
き
渡

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
、
条
例

で
義
務
化
し
ま
し
た
。
そ
れ
と
併
せ
て
、

選
別
基
準
を
設
け
る
こ
と
を
条
例
で
規
定

し
ま
し
た
。
収
集
を
選
別
に
つ
い
て
条
例

で
規
定
し
た
の
は
全
国
で
初
め
て
で
す
。

こ
こ
は
、
公
文
書
館
と
し
て
の
機
能
の
一

番
基
本
と
な
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

金
原　

私
も
公
文
書
館
構
想
懇
話
会
そ
し

て
平
成
四
年
か
ら
の
運
営
検
討
委
員
会
に

参
加
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
選
別
基
準

を
実
施
要
領
に
い
た
る
ま
で
き
め
細
か
に

定
め
た
と
い
う
の
は
例
の
な
い
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

大
迫　

選
別
基
準
を
定
め
る
段
階
で
は
、

運
営
検
討
委
員
会
で
多
く
の
貴
重
な
ご
意

見
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
庁
内
で
は
各
局

委
員
会
を
含
む
全
所
属
を
対
象
に
説
明
会

を
開
き
、
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
全
庁
的

に
了
解
を
得
ま
し
た
。

金
原　

運
営
検
討
委
員
会
の
な
か
で
も
学

者
、
弁
護
士
、
作
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

な
ど
が
意
見
を
出
し
合
っ
て
検
討
し
た
こ
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と
も
意
味
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

大
迫　

機
能
的
な
特
徴
と
し
て
は
、
三
十

年
・
十
年
保
存
文
書
を
保
管
す
る
中
間
保

管
庫
を
設
け
、
県
が
作
成
し
た
公
文
書
の

う
ち
、
保
存
期
間
が
五
年
を
す
ぎ
た
も
の

は
、
公
文
書
館
で
保
管
す
る
シ
ス
テ
ム
が

確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

金
原　

中
間
保
管
庫
は
、
選
別
の
際
に
鍵

に
な
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
用
公
文

書
か
ら
非
現
用
に
も
っ
て
い
く
貯
蔵
庫
の

よ
う
な
役
割
で
す
が
、
こ
れ
は
、
一
年
や
っ

て
み
て
ど
う
で
す
か
。
う
ま
く
い
き
ま
し

た
か
。

大
迫　

各
局
委
員
会
の
な
か
で
若
干
の
問

題
点
が
あ
り
ま
す
が
、
全
体
的
に
は
順
調

に
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

金
原　

今
度
は
そ
こ
か
ら
何
パ
ー
セ
ン
ト

が
歴
史
的
公
文
書
に
な
る
か
が
問
題
で
し
ょ

う
ね
。
イ
ギ
リ
ス
の
公
文
書
館
な
ど
を
み

ま
す
と
か
な
り
低
い
ん
で
す
よ
。

大
迫　

三
十
年
・
十
年
保
存
文
書
の
選
別

率
は
か
な
り
高
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ

の
ほ
か
に
五
年
・
三
年
保
存
文
書
の
選
別

も
行
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
選
別
率
は
下

が
る
と
思
い
ま
す
。

金
原　

し
か
し
、
本
当
は
一
年
と
か
五
年

保
存
文
書
の
な
か
に
価
値
の
あ
る
も
の
が

多
い
と
思
い
ま
す
よ
。

大
迫　

十
分
留
意
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
も
含
め
去
る
六
月

か
ら
七
月
に
か
け
て
公
文
書
館
の
認
識
を

高
め
、
公
文
書
等
の
収
集
な
ど
適
切
な
運

用
が
で
き
る
よ
う
、
本
庁
、
出
先
の
す
べ

て
の
所
属
六
三
三
か
所
を
対
象
に
八
回
に

わ
け
て
当
館
を
会
場
に
公
文
書
館
に
つ
い

て
の
全
庁
的
な
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
全
庁
的
に
歴
史
的
公
文
書
に

つ
い
て
の
認
識
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
新

し
い
検
索
シ
ス
テ
ム
を
開
発
し
ま
し
た
。

自
然
語
検
索
シ
ス
テ
ム
と
い
い
、
一
件
一

件
文
書
の
要
点
を
入
力
し
て
あ
り
、
利
用

者
が
思
い
つ
い
た
言
葉
を
端
末
で
打
つ
と
、

そ
の
言
葉
を
含
ん
だ
す
べ
て
の
文
書
が
検

索
さ
れ
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現

在
の
収
蔵
資
料
は
約
四
十
七
万
冊
・
点
で

す
が
、
そ
の
う
ち
、
約
十
万
冊
・
点
を
す

で
に
入
力
し
て
あ
り
ま
す
。
今
後
、
年
次

計
画
に
沿
っ
て
最
終
的
に
は
す
べ
て
の
収

蔵
資
料
を
入
力
す
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
特
色
を
含
め
、
歴
史
資
料

の
収
集
、
選
別
、
整
理
、
目
録
作
成
、
修

復
、
そ
し
て
県
民
の
方
々
の
利
用
と
い
っ

た
公
文
書
館
運
営
の
基
本
を
中
心
に
据
え
、

今
後
ど
の
よ
う
に
う
ま
く
運
用
し
て
い
く

か
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。

金
原　

県
内
で
公
文
書
館
を
持
っ
て
い
る

の
は
藤
沢
市
と
川
崎
市
だ
け
で
す
ね
。
そ

れ
で
、
市
町
村
と
の
連
携
を
ど
う
図
っ
て

い
く
か
が
課
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
ん

で
す
が
。

大
迫　

古
文
書
は
、
県
史
編
纂
以
来
、
県

内
の
所
在
調
査
等
を
や
っ
て
い
ま
す
、
ま

た
、
古
文
書
の
寄
託
・
寄
贈
も
充
実
さ
せ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
幸
い
オ
ー

プ
ン
以
来
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
寄
贈
、

寄
託
が
あ
り
心
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
市
町
村
と
も
十
分
連
携
を
も
っ

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
三
年
前
に
神
奈
川
県
歴
史
資
料
取

扱
機
関
連
絡
協
議
会
が
で
き
ま
し
て
、
県

内
の
三
十
三
機
関
が
加
入
し
て
い
ま
す
。

目
的
は
、
公
文
書
館
あ
る
い
は
文
書
館
の

円
滑
な
運
営
と
市
町
村
史
編
纂
の
健
全
な

発
展
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
戦
後
期
の
県
の
公
文
書
は
た
い

へ
ん
少
数
し
か
収
蔵
し
て
い
な
い
の
で
す

が
、
県
が
発
し
た
公
文
書
を
市
町
村
で
持
っ

市
町
村
と
の
連
携

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ

ら
の
資
料
を
マ
イ
ク
ロ
化
し
て
県
の
公
文

書
館
で
も
収
蔵
し
、
県
民
の
方
々
に
利
用

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
ね
。

こ
う
い
っ
た
意
味
で
も
市
町
村
と
の
連
携

に
十
分
配
慮
し
て
、
市
町
村
の
方
も
県
の

方
も
仕
事
を
や
り
や
す
く
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

金
原　

県
は
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
、

そ
れ
か
ら
敗
戦
前
後
の
戦
災
、
混
乱
と
二

回
大
き
な
災
害
に
あ
っ
て
い
ま
す
の
で
、

市
町
村
の
側
か
ら
県
関
係
の
資
料
を
提
供

し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く

こ
れ
か
ら
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い

ま
す
。

　

公
文
書
館
と
い
う
施
設
は
な
く
て
も
、

資
料
の
収
集
、
保
存
に
た
い
へ
ん
な
注
意

を
は
ら
っ
て
い
る
市
町
村
が
か
な
り
あ
り

ま
す
ね
。

大
迫　

そ
う
で
す
、
市
町
村
の
な
か
で
も

公
文
書
館
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
と
こ
ろ
も

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
し
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ

た
よ
う
に
公
文
書
館
は
な
く
て
も
、
現
用

で
な
く
な
っ
た
公
文
書
の
そ
の
後
の
取
り

扱
い
に
十
分
留
意
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
、
多
く
の
市
町
村
で
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
私
ど
も
も
た
い
へ
ん
心
強
く

思
っ
て
い
ま
す
。
県
と
し
て
も
協
力
で
き

る
こ
と
は
や
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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金
原　

公
文
書
館
の
職
員
が
創
造
し
て
い

る
以
上
に
、
公
文
書
に
関
す
る
関
心
は
高

い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
利
用
者
が
何
人

あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
計
れ
な

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

金
原　

と
こ
ろ
で
、
利
用
状
況
は
ど
う
で

す
か
。

大
迫　

お
か
げ
さ
ま
で
幅
広
い
層
の
方
々

に
来
館
い
た
だ
き
国
民
意
識
の
多
様
化
の

反
映
と
受
け
と
め
て
い
ま
す
。
利
用
者
は
、

開
館
当
時
は
１
日
に
百
人
を
こ
し
て
い
ま

し
た
が
、
最
近
は
五
十
人
前
後
に
な
っ
て

い
ま
す
。

金
原　

イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
公
文
書

館
の
話
を
聞
き
ま
す
と
、
多
少
シ
ー
ズ
ン

に
よ
っ
て
も
違
う
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
た

い
て
い
は
閑
散
と
し
て
い
る
そ
う
で
す
よ
。

私
は
公
文
書
館
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
静
か

な
方
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

大
迫　

こ
の
間
県
政
モ
ニ
タ
ー
の
方
か
ら

手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
県

の
公
文
書
館
は
県
民
に
親
し
み
や
す
い
配

慮
が
し
て
あ
る
と
い
っ
た
ご
趣
旨
を
い
た

だ
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
と
併
せ
て
公
文

書
館
は
、
利
用
者
の
数
を
競
う
施
設
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
も
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

公
文
書
館
の
使
わ
れ
方

利
用
状
況

金
原　

つ
ま
り
公
文
書
館
と
い
う
の
は
使

い
方
の
問
題
で
、
い
か
に
価
値
の
あ
る
も

の
を
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
人
が
ど
う
使

う
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

と
も
う
ひ
と
つ
言
い
た
い
の
は
、
公
文
書

館
は
、
本
来
か
ら
い
う
と
も
っ
と
政
治
や

行
政
の
場
か
ら
利
用
し
な
く
て
は
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
そ
の
意
識
が

た
い
へ
ん
乏
し
く
て
、
古
い
公
文
書
を
収

集
し
保
存
し
公
開
す
る
と
い
う
と
、
ひ
た

す
ら
歴
史
研
究
の
た
め
だ
け
に
公
文
書
館

が
存
在
す
る
と
い
う
ふ
う
に
認
識
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

も
っ
と
現
実
の
行
政
を
進
め
て
い
く
上
で
、

過
去
を
振
り
か
え
る
と
い
う
よ
う
に
使
わ

な
く
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。

　

一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
関
東
大
震
災
が

お
き
た
と
き
、
県
は
明
治
二
十
四
年
に
濃

尾
で
お
き
た
大
地
震
の
と
き
岐
阜
県
庁
が

ど
う
い
う
ふ
う
に
対
処
し
た
の
か
を
問
い

合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
記
録
が
ひ
と
つ

も
な
か
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。
一
片
の
紙

切
れ
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
い
け
な
い

と
い
う
の
で
、
神
奈
川
県
で
は
震
災
の
記

録
を
詳
細
に
作
っ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、

公
文
書
館
の
発
想
と
い
う
の
は
こ
う
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
す
ね
。
県
行
政
サ
イ

ド
で
も
、
も
っ
と
活
用
す
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。
そ
の
資
料
の
活
用
を
保
障
す
る
に

は
、
県
民
や
県
行
政
を
視
野
に
入
れ
た
公

文
書
館
で
の
調
査
・
研
究
体
制
の
整
備
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
今
回
の
公
文
書
館
の
設
立
に
よ
っ

て
、
現
用
公
文
書
は
情
報
公
開
制
度
で
、

非
現
用
公
文
書
は
公
文
書
館
で
、
切
れ
目

な
く
連
続
し
て
閲
覧
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が

確
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
情
報
を
広
く
公
開

し
開
か
れ
た
県
政
の
一
翼
を
担
う
も
の
と

し
て
た
い
へ
ん
意
義
の
あ
る
こ
と
で
す
ね
。

普
及
事
業

金
原　

そ
れ
と
同
時
に
、
公
文
書
館
を
い

か
に
知
っ
て
も
ら
う
か
と
い
う
普
及
啓
発

活
動
は
ど
の
よ
う
に
す
す
め
て
い
ま
す
か
。

大
迫　

催
し
物
と
し
て
は
開
館
時
の
開
館

記
念
展
示
の
ほ
か
に
、
金
原
先
生
と
作
家

の
永
井
路
子
先
生
に
講
師
を
お
願
い
し
ま

し
て
開
館
記
念
講
演
会
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
古
文
書
解
読
講
座
初
級
編
・
中

級
編
、
そ
し
て
展
示
は
年
間
を
通
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。
展
示
、
講
座
、
講
演
は
公
文

書
館
を
県
民
の
方
に
わ
か
っ
て
い
た
だ
け

る
い
い
手
段
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

金
原　

古
文
書
解
読
講
座
初
級
編
は
大
変

な
応
募
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
ね
。

大
迫　

定
員
百
名
の
と
こ
ろ
六
百
名
の
応

募
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
午
前
・
午
後
の

二
コ
ー
ス
に
増
や
す
な
ど
急
遽
定
員
を
増

や
し
て
実
施
し
ま
し
た
。
新
し
い
公
文
書

館
が
で
き
た
ん
だ
と
い
う
い
い
意
味
で
の

県
民
の
方
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
で
て
い
る

ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

金
原　

館
を
開
放
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ

る
ん
で
す
か
。

大
迫　

会
議
室
は
一
般
に
貸
し
出
し
を
し

て
い
ま
す
。
き
ょ
う
も
旭
区
主
催
の
生
涯

学
級
「
女
性
史
の
会
」
が
開
か
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
見
学
に
来
館
さ
れ
る
方
も
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
九
月
十
七
日
か
ら
開
館
一

周
年
を
記
念
し
た
展
示
を
行
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
旭
区
の
区
政
二
十
五
周
年
記
念

協
賛
事
業
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。

金
原　

地
域
の
行
事
を
引
き
受
け
て
や
っ

て
い
く
と
い
う
の
は
、
知
事
が
よ
く
言
う

文
化
行
政
の
具
体
的
な
表
れ
の
一
つ
で
す

ね
。
地
域
と
の
連
携
を
深
め
て
い
く
う
え

で
、
い
い
こ
と
で
す
ね
。

大
迫　

館
の
運
営
で
地
域
と
の
密
着
は
と

て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

開
館
直
後
に
は
地
元
の
中
尾
小
学
校
の
全

児
童
の
見
学
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞

い
て
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
親
御
さ
ん
方
が
自
分
た
ち

も
新
し
い
施
設
を
勉
強
し
た
い
と
わ
ざ
わ

ざ
尋
ね
て
こ
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。
全

県
的
な
視
野
に
立
ち
な
が
ら
、
地
域
と
ど

う
い
う
ふ
う
に
密
着
し
て
い
く
か
は
運
営

の
な
か
の
大
き
な
視
点
だ
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
公
文
書
館
独
自
の
事
業

を
通
し
て
公
文
書
館
を
知
っ
て
も
ら
う
の

が
第
一
の
柱
で
す
。
そ
れ
か
ら
マ
ス
コ
ミ



関
係
の
協
力
や
、
公
文
書
館
で
も
い
ろ
い

ろ
な
印
刷
物
な
ど
を
つ
く
っ
て
県
民
の
方

に
理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
大
切
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
図
書
館
や
博
物

館
等
の
関
係
機
関
と
の
連
携
を
進
め
て
い

く
こ
と
も
必
要
で
す
。
さ
ら
に
は
、
神
奈

川
地
域
史
研
究
会
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
研

究
団
体
や
自
主
的
な
活
動
グ
ル
ー
プ
な
ど

が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

と
の
交
流
を
通
し
て
、
親
し
み
や
す
い
、

利
用
し
や
す
い
公
文
書
館
に
し
て
い
く
努

力
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

金
原　

地
域
と
の
関
連
と
同
時
に
神
奈
川

県
の
国
際
社
会
に
果
た
し
て
い
る
役
割
と

い
う
視
点
か
ら
い
え
ば
、
世
界
に
開
か
れ

た
公
文
書
間
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

大
迫　

日
本
の
な
か
で
神
奈
川
県
の
果
た

し
て
い
る
役
割
は
大
き
く
、
こ
れ
か
ら
は

大
き
な
視
野
で
公
文
書
館
の
役
割
を
考
え

て
い
く
の
は
必
要
な
こ
と
で
す
。

丹
羽
先
生
の
思
い
出

金
原　

こ
の
一
年
で
公
文
書
館
に
関
係
し

て
ひ
と
つ
残
念
だ
っ
た
こ
と
は
、
長
い
間

公
文
書
館
に
か
か
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
丹
羽

邦
男
さ
ん
が
夏
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
す

ね
。
神
奈
川
大
学
の
教
授
で
、
ダ
ン
デ
ィ

な
方
で
し
た
。
も
と
も
と
、
地
租
改
正
の

研
究
家
で
、
古
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
と

て
も
関
心
の
深
か
っ
た
人
で
す
。
こ
の
公

文
書
館
は
、
県
の
方
の
発
想
と
、
同
時
に

も
う
一
つ
、
県
民
の
方
か
ら
の
要
望
と
い

う
な
か
で
で
き
た
、
と
て
も
理
想
的
な
つ

く
ら
れ
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
地

域
の
な
か
の
代
表
と
し
て
要
望
書
を
出
さ

れ
た
人
で
あ
り
、
同
時
に
公
文
書
館
を
具

体
的
に
実
現
し
て
い
く
過
程
の
な
か
で
、

構
想
懇
話
会
の
座
長
、
そ
し
て
、
運
営
検

討
委
員
会
で
は
副
座
長
も
務
め
ら
れ
ま
し

た
。
丹
羽
さ
ん
は
、
文
書
は
県
民
の
共
有

財
産
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調

し
た
人
で
し
た
ね
。

大
迫　

文
書
は
県
民
の
共
有
財
産
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
公
文
書
館
の
原
点
だ
と

考
え
て
お
り
、
ま
っ
た
く
同
感
で
す
。
丹

羽
先
生
に
は
、
こ
の
公
文
書
館
が
で
き
る

ま
で
に
、
た
い
へ
ん
な
ご
指
導
ご
尽
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
、
先
生
の
御

冥
福
を
心
か
ら
お
祈
り
し
ま
す
と
と
も
に
、

こ
の
公
文
書
館
を
ま
す
ま
す
充
実
し
た
も

の
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

新
収
寄
贈
資
料
紹
介

小
塩
家
文
書

　

小
塩
家
は
愛
甲
郡
戸
田
村
（
現
在
、
厚

木
市
）
を
中
心
に
し
た
県
内
有
数
の
地
主

で
し
た
。
当
館
に
は
一
部
関
係
資
料
が
収

蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
た
び
小

塩
家
か
ら
新
た
に
土
地
関
係
資
料
が
寄
贈

さ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
江
戸
中
期
か
ら
の

年
貢
関
係
文
書
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、

近
世
に
な
っ
て
か
ら
の
土
地
の
集
中
と
管

理
、
運
用
が
年
度
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
資
料
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
他
村
に
あ
っ

た
所
有
地
も
含
ま
れ
て
お
り
、
土
地
経
営

の
全
体
が
見
渡
せ
ま
す
。
し
か
も
、
明
治

か
ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
、
す
な
わ
ち
農

地
改
革
ま
で
の
資
料
が
あ
り
ま
す
。
地
主

経
営
資
料
と
し
て
は
県
内
で
は
有
数
の
貴

重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。
土
地
関
係
資
料

以
外
に
も
「
相
模
国
絵
図
」　

「
村
絵
図
」

や
村
の
様
子
が
わ
か
る
よ
う
な
資
料
が
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
書
の
全
体
の
数
量
は
さ
ほ

ど
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
料
の
整
理

と
目
録
が
で
き
た
段
階
で
公
開
い
た
し
ま

す
。

　

長
く
、
大
切
に
保
存
さ
れ
て
き
た
資
料

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
寄
贈
い
た
だ
き

感
謝
い
た
し
ま
す
。

小塩家文書

館
蔵
資
料
紹
介

神
奈
川
県
工
場
名
簿―

昭
和
二
十
年
十
月―

　

こ
の
工
場
名
簿
は
、
神
奈
川
県
労
政
課

が
昭
和
二
十
年
十
月
に
作
成
し
た
公
文
書

で
昭
和
二
十
年
八
月
十
五
日
の
終
戦
を
境

に
県
内
の
各
工
場
が
そ
の
業
種
を
ど
の
よ

う
に
転
換
し
た
か
を
調
査
し
と
り
ま
と
め

た
資
料
で
す
。

　

終
戦
前
に
は
、
当
時
の
社
会
情
勢
を
反

映
し
て
全
工
場
一
，
六
二
〇
社
の
う
ち
航

空
機
の
部
品
や
戦
車
、
兵
器
製
造
等
の
軍

需
工
場
が
一
六
九
社
あ
り
ま
し
た
が
、
終

戦
後
は
こ
れ
ら
の
軍
需
工
場
が
ず
べ
て
平

和
産
業
の
工
場
に
転
換
さ
れ
、
玩
具
、
農

機
具
等
の
製
造
工
場
に
な
っ
た
こ
と
が
一

目
で
わ
か
る
興
味
の
あ
る
文
書
の
一
つ
で

す
。

　

公
文
書
館
で
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
数

の
公
文
書
を
大
切
に
保
存
し
、
県
民
の
方
々

に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

5



―

開
館
一
周
年
記
念
展
示
に
よ
せ
て―

寄
稿

神
奈
川
の
自
由
民
権
運
動

大
畑　
　

哲　

（
綾
瀬
市
史
編
纂
委
員
）

　

神
奈
川
県
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
は
、

国
会
開
設
請
願
運
動
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ

の
運
動
は
、
全
国
的
に
は
、
国
会
期
成
同

盟
と
い
う
統
一
組
織
に
よ
っ
て
す
す
め
ら

れ
た
が
、
神
奈
川
県
で
は
そ
れ
と
は
別
に

独
自
の
運
動
と
し
て
取
り
組
ま
れ
た
。
す

な
わ
ち
、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
三
月
、

県
会
議
員
の
有
志
ら
に
よ
っ
て
そ
れ
が
提

唱
さ
れ
る
や
、
爆
発
的
な
反
響
を
よ
び
、

わ
ず
か
三
か
月
の
間
に
、
相
州
九
郡
五
五

九
町
村
で
、
二
万
三
千
余
の
請
願
署
名
を

集
め
る
と
い
う
成
果
を
収
め
た
。
運
動
を

組
織
し
た
の
は
、
県
会
議
員
を
は
じ
め
と

す
る
郡
村
の
戸
長
、
書
記
、
村
議
た
ち
で

あ
り
、
経
済
的
に
は
豪
農
と
い
わ
れ
る
地

主
、
豪
農
層
で
あ
っ
た
。
こ
の
豪
農
層
が

民
権
運
動
の
主
体
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
神

奈
川
の
運
動
の
特
色
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

国
会
開
設
運
動
は
、
翌
十
四
年
を
迎
え

る
と
空
前
の
高
ま
り
を
示
し
、
北
海
道
開

拓
使
官
有
物
払
下
げ
問
題
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
事
件
も
あ
っ
て
藩
閥
政
府
を
窮
地

に
追
い
つ
め
、
遂
に
そ
の
年
の
十
月
、
国

会
開
設
の
詔
勅
発
布
と
な
っ
て
決
着
し
た
。

世
に
い
う
十
四
年
政
変
で
あ
る
。
す
で
に

そ
の
前
後
か
ら
、
県
内
の
活
動
家
は
「
地

方
の
団
結
」
を
図
る
た
め
、
民
権
結
社
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
た
が
、
そ
の
先
鞭

を
つ
け
た
の
が
相
州
で
は
湘
南
社
で
あ
っ

た
。
湘
南
社
は
大
住
・
淘
綾
両
郡
の
民
権

家
百
五
十
名
を
会
員
と
す
る
相
州
最
大
の

結
社
で
、
十
四
年
八
月
、
大
磯
で
開
か
れ

た
結
成
大
会
に
は
全
県
か
ら
千
名
を
超
す

参
加
者
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
幹
事
に

は
郡
書
記
の
伊
達
時
が
、
社
長
に
は
前
郡

長
の
山
口
左
七
郎
が
そ
の
職
を
抛
っ
て
就

任
し
て
い
る
。

　

こ
の
湘
南
社
の
発
足
を
合
図
に
、
南
多

摩
郡
の
融
貫
社
（
十
四
年
一
一
月
）
、
愛

甲
郡
の
相
愛
社
（
十
五
年
二
月
）
な
ど
の

諸
結
社
が
相
次
い
で
結
成
さ
れ
、
や
が
て

県
下
（
三
多
摩
を
含
む
）
に
百
を
超
す
民

権
結
社
が
簇
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

民
権
結
社
は
政
治
・
法
律
・
経
済
を
学

習
す
る
学
習
活
動
と
政
談
演
説
会
な
ど
の

啓
蒙
宣
伝
活
動
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
ほ
か
に
産
業
や
衛
生
活
動
に
及
ぶ
こ
と

も
あ
っ
た
。
湘
南
社
の
学
習
活
動
を
検
討

し
て
み
よ
う
。
同
社
は
本
部
を
大
磯
に
置

き
、
郡
内
四
か
所
に
支
所
を
置
い
て
学
習

会
場
と
し
た
。
学
習
部
門
は
講
学
会
と
称

し
て
専
門
の
講
師
を
雇
い
、
本
格
的
な
学

習
活
動
を
展
開
し
た
。
伊
勢
原
講
学
会
の

会
場
と
な
っ
た
山
口
家
に
は
、
沢
山
の
関

係
資
料
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を

み
る
と
学
習
レ
ベ
ル
の
高
さ
と
熱
烈
さ
に

瞠
目
さ
せ
た
れ
る
。
欧
米
の
原
書
を
含
む

最
新
の
啓
蒙
書
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
、
政

府
論
、
主
権
論
、
自
由
論
、
代
議
政
体
論

な
ど
を
テ
ー
マ
に
選
び
、
活
発
な
学
習
討

論
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

そ
の
雰
囲
気
の
一
端
は
講
師
の
沢
田
弼
の

書
簡
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

な
学
習
運
動
の
中
か
ら
や
が
て
社
長
の
山

口
を
は
じ
め
、
山
口
書
輔
、
宮
田
寅
治
、

猪
俣
道
之
輔
、
前
田
久
治
、
伊
達
時
、
水

島
保
太
郎
、
福
井
直
吉
、
中
川
良
知
の
よ

う
な
す
ぐ
れ
た
民
権
家
群
像
が
排
出
す
る

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
湘
南
社
の
結
成
に
深
く
か
か
わ
っ

み
つ
る

中島　信行 中島　湘煙・俊子

た
中
島
信
行
に
つ
い
て
ひ
と
言
ふ
れ
て
お

こ
う
。
中
島
は
湘
南
社
の
結
成
大
会
に
臨

ん
で
講
演
し
、
ま
た
、
講
師
の
沢
田
を
斡

旋
す
る
な
ど
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。

湘
南
社
に
は
植
木
枝
盛
を
は
じ
め
中
央
の

著
名
人
が
多
く
出
入
り
し
た
が
、
中
島
ほ

ど
親
し
ま
れ
た
指
導
者
は
い
な
い
。
ま
た

彼
は
余
生
を
大
磯
で
過
ご
し
た
こ
と
か
ら
、

妻
の
湘
煙
・
俊
子
と
と
も
に
山
口
家
と
晩

年
ま
で
親
交
が
あ
っ
た
。

　

明
治
十
四
年
十
月
、
日
本
最
初
の
政
党

で
あ
る
自
由
党
が
結
成
さ
れ
、
民
権
運
動

は
新
し
い
局
面
に
入
っ
た
。
翌
年
湘
南
社

か
ら
も
十
二
名
の
民
権
家
が
自
由
党
に
入

党
し
て
期
待
に
応
え
た
。
自
由
党
の
誕
生

で
民
権
運
動
は
強
力
な
指
導
政
党
を
も
っ

た
か
に
み
え
た
が
、
翌
十
五
年
か
ら
厳
し

い
試
練
に
直
面
し
た
。
藩
閥
政
府
の
弾
圧

政
策
と
松
方
財
政
下
の
経
済
不
況
が
、
結

党
後
わ
す
か
三
年
に
し
て
自
由
党
の
解
党

と
民
権
運
動
の
敗
北
を
も
た
ら
し
た
の
で

あ
る
。
湘
南
社
も
ほ
ぼ
こ
の
時
期
に
解
散

し
た
。
し
か
し
、
敗
北
し
た
と
は
い
え
、

自
由
民
権
運
動
は
近
代
日
本
の
民
主
主
義

史
上
に
不
滅
の
光
を
放
っ
て
い
る
。

　

の
ち
に
、
大
磯
町
の
町
長
と
し
て
町
づ

く
り
に
取
り
組
ん
だ
中
川
良
知
や
私
立
中

郡
盲
人
学
校
の
建
設
に
献
身
し
た
宮
田
寅

治
ら
の
事
業
に
、
民
権
思
想
の
伝
統
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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あ
ゆ
み

　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
は
、
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
、
古
文
書
等
の
記

録
類
を
継
続
的
に
収
集
・
保
存
し
、
県
民

共
有
の
記
録
遺
産
と
し
て
永
く
後
世
に
伝

え
る
と
と
も
に
、
開
か
れ
た
県
政
の
一
翼

を
担
っ
て
、
収
蔵
資
料
を
広
く
公
開
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
五
年
十
一
月

に
開
館
し
、
こ
の
十
月
で
一
年
を
経
過
し

ま
す
。

　

こ
の
間
、
公
文
書
館
の
中
心
的
業
務
の

一
つ
で
あ
る
歴
史
資
料
の
収
集
に
つ
い
て

は
、
保
存
期
間
の
満
了
し
た
公
文
書
に
つ

い
て
、
県
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
か
ら
年
間

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
収
集
し
、
保
存

す
る
文
書
の
選
別
を
行
い
、
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
整
備
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
閲
覧

用
図
書
、
地
図
資
料
を
購
入
等
に
よ
り
収

集
し
、
当
館
の
収
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、

整
理
と
修
復
を
行
い
、
良
好
に
保
存
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
広
く
閲
覧
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
神
奈
川
に
関
す
る
古
文
書
等
の

収
集
に
つ
い
て
も
所
在
調
査
を
行
い
、
寄

贈
、
寄
託
、
購
入
等
に
よ
り
、
収
集
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
利
用
面
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的

公
文
書
、
古
文
書
等
の
歴
史
資
料
を
、
研

究
者
等
の
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
広
く
一

般
の
人
々
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
検
索
方
式
と
し
て
任
意
の
「
言
葉
」

で
検
索
可
能
な
自
然
語
検
索
方
式
を
採
用

し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
を
用
意
し

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
県
民
の
学
習
ニ
ー
ズ
に
応
え
、

公
文
書
、
古
文
書
等
の
歴
史
資
料
を
保
存

し
後
世
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
、
展
示
、
講

座
、
講
演
会
等
を
開
催
し
、
多
く
の
方
の

参
加
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

公文書館の利用状況 古文書解読講座受講者数
平成5年11月～平成 6年 9月

 開 館 日 数  251日

 閲覧室入室者数  11,534人

 展示室入室者数  9,454人

 （開催日数） （211日）

書庫内資料 人 490人

利用状況  資料数 4,352点

初 級 編

平成 6年
 2 ～ 3月

中 級 編

平成 6年
 5 ～ 6月

申込者 586人

受講者 320人

申込者 236人

受講者 170人

お
も
な
行
事

　

―

開
館
か
ら
平
成
６
年
９
月
ま
で―

平
成
５
年
度

　

月
１
日　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
設
置

　

月
６
日　

一
般
利
用
の
開
始

　

月
６
日　

開
館
記
念
講
演
会

　
　
　
　

「
古
文
書
の
語
り
か
け
る
も
の
」

　
　
　
　
　

講
師―

永
井　

路
子
氏―

　

月
６
日
～　

月　

日
ま
で

　
　
　
　
　

開
館
記
念
展
示

　
　
　
　

「
か
な
が
わ
土
地
物
語
」

　
　
　
　

―

土
地
所
有
を
め
ぐ
る
歴
史―

　

月　

日　

開
館
記
念
講
演
会

　
　
　
　

「
公
文
書
に
み
る　

明
治
の
開

　
　
　
　

国　

昭
和
の
開
国
」

　
　
　
　
　

講
師―

金
原　

左
門
氏―

１
月　

日
～
３
月　

日
ま
で

　
　
　
　
　

第
２
回
展
示

　
　
　
　

「
丹
沢
山
地
の
人
と
生
活
」

２
月　

日
～
３
月　

日
ま
で <

４
日
間>

　
　
　
　
　

古
文
書
解
読
講
座
（
初
級
編
）

平
成
６
年
度

４
月　

日
～
８
月　

日
ま
で

　
　
　
　
　

第
１
回
展
示

　
　
　
　

「
三
浦
半
島
の
漁
村
」

５
月　

日
～
６
月　

日
ま
で <

５
日
間>

　
　
　
　
　

古
文
書
解
読
講
座
（
中
級
編
）

６
月
～
７
月　
　
　
　
　
　

<

８
回
開
催>

　
　
　
　
　

公
文
書
館
に
関
す
る
全
庁
説

　
　
　
　

明
会

９
月　

日
～　

月　

日
ま
で

　
　
　
　
　

第
２
回
展
示

　
　
　
　
　

 

（
開
館
一
周
年
記
念
展
示
）

　
　
　
　
　

 

「
か
な
が
わ
の
自
由
民
権
家

　
　
　
　
　

群
像
」

今
後
の
行
事
（
予
定
）

―

平
成
６
年　

月
か
ら
７
年
３
月
ま
で―

　

月　

日
～　

月　

日

　
　
　
　
　

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機

　
　
　
　

関
連
絡
協
議
会
全
国
大
会

　
　
　
　

第　

回
（
記
念
大
会
）
を
神
奈

　
　
　
　

川
県
で
開
催

　

月　

日
～　

月
４
日　
　

 <

３
日
間>

　
　
　
　
　

古
文
書
解
読
講
座
（
入
門
編
）

　
　
　
　
　

 

（
臨
時
）

　
　

受
講
希
望
者
は
往
復
ハ
ガ
キ
で
公

　

文
書
館
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

・
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
及

　
　

び
電
話
番
号
を
明
記

　

・
締
切　
　

月　

日
（
必
着
）

１
月　

～
３
月

　
　
　
　
　

第
３
回
展
示

　
　
　
　

「
日
記
に
見
る
庶
民
の
あ
ゆ
み
」

　
　
　
　

 

（
仮
題
）

２
月　

～
３
月　
　
　
　
　

 <

５
日
間>

　
　
　
　
　

古
文
書
解
読
講
座
（
入
門
編
）
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開
館
一
周
年
記
念
展
示
の
ご
案
内

◇
テ
ー
マ　

か
な
が
わ
の
自
由
民
権
家
群
像

　
　
　
　
　
　

―

湘
南
社
を
中
心
と
し
て―

◇
会

期　

平
成
６
年
９
月　

日
（
土
）
～ 

　

月　

日
（
日
）

◇
会

場　

県
立
公
文
書
館
展
示
室　

 

（
入
場
無
料
）

　

明
治
の
は
じ
め
国
会
開
設
運
動
に
端
を

発
し
た
自
由
民
権
運
動
は
、
神
奈
川
の
地

で
も
大
き
な
う
ね
り
と
な
り
ま
し
た
。
県

内
に
は
、
当
時
神
奈
川
県
域
だ
っ
た
三
多

摩
地
方
を
含
め
百
を
越
え
る
民
権
結
社
が

成
立
し
、
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
県
内

最
大
規
模
の
民
権
結
社
「
湘
南
社
」
は
、

大
住
、
淘
綾
（
現
在
の
大
磯
町
・
伊
勢
原

市
ほ
か
）
両
郡
長
を
務
め
た
こ
と
の
あ
る

山
口
左
七
郎
を
社
長
に
据
え
、
明
治
十
四

年
に
活
動
を
開
始
し
、
活
発
な
学
習
活
動

な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
こ
の
山
口
家
の
資

料
を
中
心
に
し
て
、
神
奈
川
県
に
お
け
る

自
由
民
権
運
動
の
全
体
像
を
ご
覧
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
湘
南
社
に
か
か
わ
り
を
持
っ

た
自
由
民
権
運
動
家
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

【
主
な
展
示
資
料
】

◆
自
由
民
権
運
動
概
観

 

・
国
会
開
設
ノ
儀
ニ
付
建
言

 

・
自
由
亭
辰
巳
屋
岡
持
ち

◆
山
口
左
七
郎
と
中
島
信
行
、
俊
子

 

・
中
島
信
行
書
簡

 

・
中
島
俊
子
（
湘
煙
）
書

◆
湘
南
社
の
活
動

 

・
湘
南
社
創
業
式
開
催
通
知

 

・
湘
南
講
学
会
規
約

◆
湘
南
社
を
め
ぐ
る
人
々

 

・
宮
田
寅
治
書
簡

湘南社規則書・社員証・通券

全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
（
全
史
料
協
）
全
国
大
会

第　

回
（
記
念
大
会
）
が　

月　

日
か
ら
３
日
間
、
本
県
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

・　

テ
ー
マ　

文
書
館
制
度
の
拡
充
を
め
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交通の案内

【電車の場合】

 相鉄線「二俣川駅」下車

　　（横浜駅から急行で11分）

 ・徒歩17分　又は

 ・相鉄バス「運転試験場循環」行きで

　 運転試験場下車徒歩 3 分

【車の場合】

　「保土ヶ谷バイパス」経由

　 本村インターから 6 分
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