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　現在、ＮＨＫで放送されている大河ドラマ「花燃ゆ」では、吉田松陰の妹を主人公に、その家族にも焦点をあてて描かれて
いますが、当館で収蔵している「山口コレクション」の中には、寅二郎（吉田松陰）から実兄の杉梅太郎にあてた書簡が残って
います。この書簡は、嘉永６（１８５３）年正月、四度目の国外遊学に出かけた松陰が大坂（大阪）に到着したことを報告したも
ので、旅の途中で讃岐の金比羅参りや、播磨灘に赴いた際の漢詩二詩も書かれ、兄に対し誤りを遠慮なく直して欲しいとも
書いています。
　松陰はこの遊学中、浦賀で黒船を見ています。また、松陰の妹（千代）の息子である吉田庫三（くらぞう）は、神奈川県立第二
中学校（現在の県立小田原高校）と第四中学校（現在の県立横須賀高校）の初代校長を務めるなど、神奈川県とゆかりがあり
ます。松下村塾における叔父、神奈川県立中学校における甥、教育者としての共通点についても興味深いものがあります。
　４月から開催する常設展示「古文書・公文書は面白い」では、山口コレクションをはじめ、様々なジャンルの古文書・公文書
を展示する予定です。ぜひ、お誘い合わせの上、ご来場ください（Ｐ４参照）。

　山口コレクションとは、帝国臓器製薬株式会社社長を務めた山口八十八（やそはち）が個人的に収集した古文書のコ
レクションで、総点数は１,０００点を超えます。本コレクションには、坂本竜馬、伊藤博文、徳川慶喜など、主に幕末維新
を駆け抜けた英傑などの手による書簡が数多く含まれています。

吉田松陰（寅二郎）が
実兄 杉梅太郎へ宛てた書簡

（資料ID:2199400899）



本
県
に
お
け
る
学
童
疎
開

　

対
象
と
な
っ
た
の
は
、横
浜
・
川
崎
・
横

須
賀
市
の
都
市
部
の
国
民
学
校
３
～
６

年
生
10
万
人
余
り
の
う
ち
、縁
故
疎
開
が

で
き
な
い
５
万
５
千
人
余
で
、昭
和
19
年

８
月
の
夏
休
み
期
間
中
に
行
わ
れ
ま
し

た
。疎
開
先
は
、当
初
の
予
定
で
は
静
岡

県
で
し
た
が
、当
時
の
知
事
の
判
断
で
県

内
に
変
更
さ
れ
、親
元
に
近
い
所
で
暮
ら

せ
た
こ
と
は
幸
い
で
し
た
。

　

と
は
い
え
、８
～
12
歳
の
学
童
た
ち
が

親
元
を
離
れ
て
集
団
生
活
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
、食
糧
不
足
、

慣
れ
な
い
農
作
業
の
手
伝
い
、ホ
ー
ム

シ
ッ
ク
な
ど
に
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
。

資
料
に
現
れ
た
疎
開
生
活
の
諸
相

　　

集
団
疎
開
事
業
に
要
す
る
県
負
担
金

を
審
議
し
た
県
予
算
案
か
ら
は
、疎
開
中

の
学
童
に
キ
ャ
ラ
メ
ル
一
箱
、教
職
員
に

は
タ
オ
ル
一
本
、石
鹸
一
個
を
慰
問
品
と

し
て
送
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、県
公
報
に
よ
る
と
、学
童
の

勤
労
作
業
と
し
て
、団
栗（
ど
ん
ぐ
り
）の

収
集
作
業
を
す
る
こ
と
が
通
知
さ
れ
て

い
ま
す
。そ
の
目
的
は
、軍
靴
な
ど
の
鞣

（
な
め
し
）剤
の
原
料
、粗
澱
粉（
あ
ら
で

ん
ぷ
ん
）と
し
て
の
食
用
、代
用
燃
料
の

精
製
な
ど
で
し
た
。

　

ま
た
、私
文
書
か
ら
は
、疎
開
先
で
赤

痢
患
者
が
発
生
し
隔
離
・
消
毒
を
行
っ
た

こ
と
や
、宿
舎
近
く
の
集
荷
場
が
敵
機
の

機
銃
掃
射
を
受
け
、命
か
ら
が
ら
避
難
し

た
切
迫
し
た
状
況
な
ど
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

各
自
治
体
で
編
纂
さ
れ
た
図
書
類
に

は
、学
童
疎
開
を
撮
影
し
た
写
真
や
当
事

者
の
体
験
談
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の

も
多
く
、当
時
の
生
活
を
追
体
験
す
る
手

掛
か
り
と
な
り
ま
す
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

　
　
　
　
可
能
性
を
求
め
て

　　

当
館
は
、様
々
な
種
類
の
資
料
を
保
管

し
て
い
ま
す
。資
料
に
よ
っ
て
分
か
る
内

容
も
異
な
り
ま
す
の
で
、多
様
な
資
料
を

併
せ
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、対
象
と
な

る
事
象
に
違
っ
た
角
度
か
ら
光
を
当
て

る
こ
と
が
で
き
、そ
の
真
の
姿
に
近
づ
く

こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
例
の
よ
う
に
、当
館

に
は
、神
奈
川
の
歴
史
を
調
べ
る
上
で
役

に
立
つ
資
料
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
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昨
年
は
、学
童
疎
開
が
行
わ
れ
た
昭

和
19
年
か
ら
70
年
の
節
目
の
年
で
し

た
。そ
こ
で
、11
月
に
開
催
し
た
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
講
座
で
は
、当
館
所
蔵
資
料
で

本
県
の
学
童
疎
開
の
状
況
を
ど
の
よ
う

に
跡
付
け
ら
れ
る
の
か
、主
な
資
料
を

紹
介
し
ま
し
た
。

資
料
群
の
特
徴

 　　

当
館
で
所
蔵
す
る
資
料
は
、①
歴
史
的

公
文
書
②
古
文
書
・
私
文
書
③
図
書
・
行

政
刊
行
物
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

　

学
童
疎
開
は
、都
市
部
在
住
の
学
童
を

空
襲
か
ら
守
る
た
め
の
国
策
と
し
て
実

施
さ
れ
た
の
で
、国
と
市
町
村
の
連
絡
調

整
の
窓
口
で
あ
る
県
で
は
、当
然
大
量
の

関
連
文
書
が
作
成
さ
れ
た
は
ず
で
す
。し

か
し
、終
戦
に
よ
る
米
軍
上
陸
を
前
に
し

た
文
書
の
焼
却
処
分
な
ど
に
よ
り
、そ
の

大
半
が
灰
燼（
か
い
じ
ん
）に
帰
し
、公
文

書
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

一
方
、私
文
書
や
図
書
類
は
豊
富
で

す
。こ
れ
は
、当
時
の
事
務
担
当
者
が
保

管
し
て
い
た
資
料
群
を
、ご
遺
族
が
一

括
し
て
当
館
に
寄
贈
し
て
下
さ
っ
た
こ

と
、自
治
体（
教
育
）史
な
ど
で
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
。

神
奈
川
県
に
お
け
る
学
童
疎
開

　
―
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講
座
で
取
り
上
げ
た
資
料
か
ら
―

学童宿舎敵機機銃掃射ニ関スル件
（葛野重雄氏旧蔵資料2200432605）

疎開先での食事の様子
（出典「横浜市の学童疎開」）

集団疎開学童赤痢罹病経過報告書
（葛野重雄氏旧蔵資料2200432592）



こ
の
資
料
か
ら
、地
震
に
よ
り
中
津
川
が

「
砂
川
」（
土
砂
崩
れ
に
よ
り
川
の
流
れ
が

せ
き
止
め
ら
れ
る
状
態
）と
な
り
、鮎
が

獲
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

宮
ケ
瀬
村
漁
業
組
合
の
設
立

　

江
戸
時
代「
砂
川
」と
な
っ
て
い
た
中

津
川
は
、そ
の
後
流
れ
を
取
り
戻
し
、鮎

は
村
の
名
産
品
と
し
て
東
京
に
出
荷
さ

れ
、好
評
を
博
し
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ

が
大
正
12（
１
９
２
３
）年
の
関
東
大
震

災
に
よ
り
状
況
は
一
変
し
ま
す
。震
災
に

と
も
な
う
山
崩
れ
に
よ
り
、中
津
川
は
ふ

た
た
び「
砂
川
」と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
危
機
感
を
い
だ
い

た
宮
ケ
瀬
村
の
人
々
は
、村
長
の
山
本
泰

一
郎
氏
を
中
心
に
、県
に
砂
防
工
事
の
実

現
を
請
願
し
ま
す
。

　

こ
の
請
願
を
う
け
て
県
は
、砂
防
工
事

の
実
施
と
、水
産
資
源
回
復
の
た
め
の

鮎
・
鱒
の
放
流
を
約
束
し
、あ
わ
せ
て
事

業
の
受
け
皿
と
す
る
た
め
漁
業
組
合
を

設
置
す
る
よ
う
要
請
し
ま
し
た
。県
の
要

請
に
応
じ
る
形
で
、宮
ケ
瀬
村
は
昭
和
６

（
１
９
３
１
）年
に
宮
ケ
瀬
村
漁
業
組
合

を
設
立
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

宮
ケ
瀬
村
に
漁
業
組
合
が
存
在
し
た

こ
と
は
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。今
回
の
歴
史
資
料
所

在
調
査
事
業
に
お
い
て
収
集
し
た
山
本

泰
一
郎
氏
の
資
料（
清
川
村
役
場
所
蔵
）

に
は
、漁
業
組
合
の
設
立
に
い
た
る
経
緯

が
細
か
く
記
さ
れ
て
お
り
、組
合
活
動
の

一
端
が
う
か
が
え
ま
す
。

漁
業
組
合
の
活
動

　

宮
ケ
瀬
村
漁
業
組
合
は
設
立
直
後
か

ら
、県
と
協
力
し
て
鮎
・
鱒
の
稚
魚
の
放

流
事
業
を
行
い
ま
す
。昭
和
６
年
度
は

一
〇
〇
〇
匹
が
中
津
川
に
放
流
さ
れ
ま

し
た
。

　

鮎
・
鱒
の
放
流
事
業
は
、水
産
資
源
の

回
復
だ
け
で
な
く
、昭
和
恐
慌
か
ら
の
脱

却
と
い
う
目
的
も
あ
り
ま
し
た
。

　

政
府
は
昭
和
８
年
か
ら「
農
山
漁
村
経

済
更
生
運
動
」を
開
始
し
ま
す
。左
の
資

料
に
よ
れ
ば
、山
本
泰
一
郎
氏
は
、鮎
・
鱒

を「
大
々
的
」に
放
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、

農
村
の
復
興
を
図
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
鮎
・
鱒
の
放
流
は
政
府
の
不
況
対

策
の
一
環
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　

今
回
ご
紹
介
し
た
資
料
は
、今
後
当

館
で
閲
覧
で
き
る
予
定
で
す（
時
期
は

未
定
）。
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当
館
で
は
、県
民
の
方
が
所
有
す
る
地

域
の
歩
み
を
伝
え
る
歴
史
資
料
を
保
全

す
る
と
同
時
に
、こ
れ
ら
を
収
集
し
公
開

す
る
た
め
、開
館
以
来
関
係
市
町
村
と
連

携
し
な
が
ら
、歴
史
資
料
所
在
調
査
事
業

を
実
施
し
て
き
ま
し
た
。　

　

今
年
度
は『
村
史
』を
編
纂
中
の
清
川

村
に
お
い
て
調
査
を
行
い
ま
し
た
の
で

そ
の
資
料
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

清
川
村
と
水
産
資
源

　
　
お
ど
る
若
鮎
河
鹿
の
声
に
　
夏
は

　
　
涼
し
や
中
津
の
流
れ
～
♪

　

こ
れ
は「
清
川
音
頭
」の
一
節
で
す
。こ

こ
で
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、清
川
村
は

江
戸
時
代
か
ら
渓
流
に
す
む
魚
が
豊
富

な
地
域
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。村

を
流
れ
る
小
鮎
川（
旧
煤
ヶ
谷
村
）と
、中

津
川（
旧
宮
ケ
瀬
村
）に
は
鮎
・
や
ま
め
・

鱒
な
ど
が
生
息
し
て
お
り
、江
戸
幕
府
に

も
献
上
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
水
産
資
源
が
豊
富
な
清

川
村
で
す
が
、鮎
な
ど
が
川
か
ら
姿
を
消

し
て
し
ま
っ
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。

下
の
資
料
は
、煤
ヶ
谷
村
の
名
主
を
つ
と

め
た
山
田
家
に
伝
来
す
る
も
の
で
す
。

歴
史
資
料
所
在
調
査
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
清
川
村
の
資
料
紹
介
―「県史写真製本」

山田明氏所蔵資料2200600006

「自昭和五年十月至仝十年漁業組合ニ関スル手記」
（山本泰一郎家文書）

「自昭和五年十月至仝十年漁業組合ニ関スル手記」
昭和８年６月１５日



来
に
伝
え
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講
座
も
開

催
し
ま
す
。

◆ 

古
文
書
講
座
入
門
編

　
・
A
日
程（
定
員
１
４
０
人
）

　

5
月
17
日
～
6
月
14
日
の
各
日
曜
日

　
（
全
5
回
）

　
・
B
日
程（
定
員
１
４
０
人
）

　

7
月
5
日
～
8
月
2
日
の
各
日
曜
日

　
（
全
5
回
）

　

※
A
日
程
も
B
日
程
も
内
容
は
同
じ
。

◆ 
古
文
書
講
座
応
用
編

　
（
定
員
１
４
０
人
）

　

11
月
1
日
～
11
月
29
日
の
各
日
曜
日

　
（
全
5
回
）

◆ 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講
座

　
（
定
員
１
０
０
人
）

　

9
月
6
日（
日
）

　

常
設
展
示
は
、こ
れ
ま
で
の
一
階
フ
ロ

ア
の
展
示
ケ
ー
ス
で
の
展
示
に
加
え
、展

示
室
も
利
用
し
、よ
り
多
く
の
資
料
が
ご

覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し
ま
す
。

　

４
月
か
ら
始
ま
る
常
設
展
示
は
、「
古
文
書
・

公
文
書
は
面
白
い
」と
題
し
て
、神
奈
川
県
域
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【
休
館
日
】

月
曜
日
、国
民
の
祝
日（
月
曜
日
と
重
な

る
場
合
は
翌
日
）、年
末
年
始
、

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
。書
庫
内
の
資

料
は
受
付
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
４
月
か
ら
、正
午
～
午
後
１
時
の
受

付
担
当
が
一
人
に
な
る
た
め
、書
庫
内

資
料
の
出
納
を
休
止
し
ま
す
。

　
展
示
見
学
は
無
料
で
す
。ご
自
由
に

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

自
治
会
や
学
校
な
ど
各
種
団
体
の
見

学
も
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

会
議
室
の
利
用
に
つ
い
て
は
、施
設
利

用
予
約
シ
ス
テ
ム
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

の
変
遷
を
は
じ
め
、鉄
道
、村
の
暮
ら
し
、山

口
コ
レ
ク
シ
ョ
ン（
Ｐ
１
参
照
）な
ど
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
資
料
を
展
示
す
る
予
定
で
す
。

　

企
画
展
示
で
は
、県
内
最
大
の
川
で
あ
る

相
模
川
を
テ
ー
マ
に
人
々
と
川
の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
展
示
す
る
予
定
で
す
。ぜ
ひ
お
誘

い
合
わ
せ
の
上
、ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◆ 

企
画
展
示

　
「
相
模
川
～
人
の
く
ら
し
は
そ
の
流

　

れ
と
と
も
に
～
」

　

9
月
18
日（
金
）～
1
月
17
日（
日
）

◆ 

常
設
展
示
①

　
「
公
文
書
館
の
仕
事
紹
介
」

　

4
月
16
日（
木
）～
3
月
31
日（
木
）

◆ 

常
設
展
示
②

　
「
古
文
書
・
公
文
書
は
面
白
い
」

　
（
前
期
）　　

　

4
月
16
日（
木
）～
9
月
6
日（
日
）

　
（
後
期
）

　

1
月
29
日（
金
）～
3
月
31
日（
木
）

◆ 

ミ
ニ
展
示

　
「
紙
～
記
録
資
料
を
支
え
る
も
の
」　

　

4
月
16
日（
木
）～
6
月
28
日（
日
）

　
「
海
水
浴
と
か
な
が
わ
」　　

　

7
月
3
日（
金
）～
9
月
6
日（
日
）

【
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

　

当
館
で
は
、所
蔵
資
料
を
紹
介
す
る
と

と
も
に
、そ
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
各

種
講
座
や
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
受
講
者
や
利
用
者
か
ら
の

ご
意
見
な
ど
を
参
考
に
、よ
り
利
用
し

や
す
い
よ
う
に
時
期
・
内
容
な
ど
を
見

直
し
ま
し
た
の
で
、そ
の
内
容
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

古
文
書
関
係
の
講
座
に
つ
い
て
は
、

「
は
じ
め
て
」「
基
礎
」「
応
用
」の
三
種
類

の
解
読
講
座
を
、「
古
文
書
講
座
」の「
入

門
編
」と「
応
用
編
」の
二
種
類
に
再
編

成
し
ま
す
。受
講
の
目
安
と
し
て
、「
入

門
編
」は
、全
く
初
め
て
古
文
書
を
読
も

う
と
す
る
方
か
ら
、多
少
の
経
験
は
あ

る
も
の
の
一
人
で
は
解
読
す
る
自
信
を

持
て
な
い
方
、「
応
用
編
」は
、あ
る
程
度

の
読
解
力
を
お
持
ち
の
方
を
想
定
し
て

い
ま
す
。

　
「
入
門
編
」は
、多
く
の
方
が
受
講
で

き
る
よ
う
同
じ
内
容
で
時
期
を
変
え
二

回
開
催
し
ま
す
の
で
、ご
都
合
の
よ
い

方
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、歴
史
的
公
文
書
を
保
存
し
、未

展
示
の
ご
案
内

講
座
の
ご
案
内

館
利
用
の
ご
案
内

利
用
案
内

　
　
　
―
魅
力
あ
る
講
座・展
示
を
め
ざ
し
て
―

ー 交通の案内 ー
　電車の場合  相鉄線「二俣川駅」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


