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戸
時
代
の
文
書
を
読
む
前
に
」と
い
う

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
資
料
を
使
っ
て
、江
戸

時
代
の
特
徴
や
古
文
書
の
仕
組
み
、古

文
書
を
読
み
解
く
た
め
の
参
考
図
書
の

紹
介
な
ど
、基
本
的
な
事
柄
の
説
明
か

ら
講
義
は
始
ま
り
ま
し
た
。

　

初
め
に
読
み
解
く
史
料
は
、若
柳
村

鈴
木
家
文
書
の「
養
女
一
札
之
事（
よ
う

じ
ょ
い
っ
さ
つ
の
こ
と
）」（
資
料ID

：

2199450278

）で
す
。一
文
字
一
文
字
を

丁
寧
に
説
明
し
な
が
ら
講
義
は
進
め
ら

れ
、初
め
て
古
文
書
に
触
れ
る
方
で
も

「
古
文
書
を
読
む
」感
覚
を
掴
ん
で
い
た

だ
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。一

つ
の
文
字
で
も
、様
々
な
く
ず
し
方
が
あ

り
、「
こ
れ
も
同
じ
字
な
の
？
」と
い
う
声

が
受
講
者
か
ら
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

上
が
実
際
に
講
義
で
使
用
し
た
史
料

に
な
り
ま
す
。史
料
は
、公
文
書
館
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

詳
し
い
内
容
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
刊

行
物
」―
「
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
資
料

解
読
集
」で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

二
日
目
の
講
義
で
は
、も
う
少
し
長

い
史
料
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。史
料

は
、若
柳
村
鈴
木
家
文
書
の「
差
上
申

一
札
之
事（
さ
し
あ
げ
も
う
す
い
っ
さ

つ
の
こ
と
）」（
資
料ID

：2199450335

）

で
す
。「
長
兵
衛
母
」
を
名
乗
る
病
人

を
継
送
り
し
ま
す
が
、病
に
倒
れ
、途

中
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。で
す

が
、双
方
の
村
の
戸
籍
に
も
そ
の
病
人

の
名
は
な
く
・
・
と
い
う
少
し
ミ
ス
テ

リ
ー
な
要
素
を
含
ん
だ
内
容
で
、一
文

字
一
文
字
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
か
ら

少
し
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
、史
料
の
中

身
を
追
っ
て
い
く
内
容
で
し
た
。意
外

な
結
末
に
、「
え
え
っ
」と
い
う
声
が
上

が
り
、会
場
に
ど
よ
め
き
が
起
こ
り
ま

し
た
。こ
ち
ら
の
史
料
も
、公
文
書
館

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す

（
資
料
解
読
集
に
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
）。

　

三
日
目
は
、国
際
基
督
教
大
学
助
教

授
の
椿
田
有
希
子
先
生
を
講
師
に
迎

え
て
、「
関
東
大
震
災
一
〇
〇
年
：
大
岡

忠
相
墓
所
再
建
関
係
の
史
料
を
読
む
」

と
い
う
題
名
で
御
講
義
い
た
だ
き
ま

し
た
。

■ 

は
じ
め
に　

　
「
古
文
書
」と
聞
く
と
、ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う
か
？

「
難
し
い
」、「
堅
苦
し
い
文
書
」、そ
の

よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
て
い
る
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
で
は
、開
館

当
初
か
ら「
古
文
書
講
座
」（
以
前
は
、

「
古
文
書
解
読
講
座
」と
い
う
名
称
で
開

催
）を
開
催
し
て
い
ま
す
。毎
年
定
員
を

超
え
る
多
く
の
ご
応
募
を
い
た
だ
く
人

気
の
講
座
で
す
。

　

こ
こ
数
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
人
数
を
制
限
し
て
の
開

催
や
中
止
に
な
る
こ
と
が
続
い
て
い

ま
し
た
が
、令
和
五
年
度
は
、一
〇
月

八
日
に
ス
タ
ー
ト
し
た
入
門
編
第
一

回
を
皮
切
り
に
、一
二
月
二
四
日
の
応

用
編
最
終
日
ま
で
合
計
九
回
に
わ
た

り
、盛
況
の
う
ち
に
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
、こ
れ
か
ら
古
文
書
を
学
ば

れ
る
方
に
向
け
た「
古
文
書
講
座
入
門

編
」を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

■ 

古
文
書
講
座
入
門
編

　

一
〇
月
八
日
の
入
門
編
初
日
は
、当

館
の
職
員
が
講
師
を
務
め
ま
し
た
。「
江 

古
文
書
を
読
ん
で
み
ま
せ
ん
か
？

―
神
奈
川
県
立
公
文
書
館「
古
文
書
講
座
」の
ご
紹
介
―

若柳村鈴木家文書
（資料ID：2199450278）



　

文
書
の
書
か
れ
た
時
代
や
人
物
同
士

の
繋
が
り
な
ど
、史
料
の
歴
史
的
背
景

に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
内
容
で
し
た
。　

二
日
目
ま
で
と
は
ま
た
趣
向
の
違
っ

た
御
講
義
に
、受
講
さ
れ
た
方
か
ら
は

「
面
白
か
っ
た
」、「
興
味
深
か
っ
た
」、

「
楽
し
か
っ
た
」
と
の
感
想
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

■ 

古
文
書
講
座
応
用
編

　

一
二
月
一
〇
日
か
ら
始
ま
っ
た
応
用

編
も
、初
日
は
当
館
の
職
員
が
務
め
ま

し
た
。「
武
蔵
・
相
模
国
の
鷹
場
と
村
の

営
み
ー
神
奈
川
県
域
の
鷹
場
関
係
史
料

を
読
む
ー
」と
い
う
テ
ー
マ
の
講
義
で

し
た
。

　

鷹
場
や
鷹
狩
り
自
体
は
、今
で
は
ほ

と
ん
ど
な
じ
み
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、江

戸
時
代
に
は
一
般
市
民
の
生
活
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
し
た
。受
講
さ
れ

た
方
か
ら
は「
自
分
が
住
ん
で
い
る
場

所
に
鷹
場
が
あ
っ
た
な
ん
て
知
ら
な

か
っ
た
」、「
鷹
場
に
つ
い
て
は
じ
め
て

（２） 第 50 号　　　　　 　　　　　  神奈川県立　公文書館だより　 　　　　　　  令和6年3月15日発行

知
る
こ
と
が
多
く
、興
味
深
か
っ
た
」と

の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、伊
勢
原
市
文
化
財
審
議

会
の
川
島
敏
郎
先
生
を
迎
え
て
、「
玉
餘

道
人『
相
州
大
山
順
路
之
記　

全
』か
ら

み
た
江
戸
後
期
の
庶
民
の
物
見
遊
山
」

と
い
う
テ
ー
マ
で
御
講
義
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

江
の
島
の
観
光
案
内
の
よ
う
な
内
容

で
、受
講
さ
れ
た
方
の
中
に
は
、「
大
山
」

や「
江
の
島
」を
身
近
に
感
じ
ら
れ
て
い

る
方
も
多
く
、親
し
み
や
す
い
御
講
義

で
し
た
。

　

最
終
日
の
一
二
月
二
四
日
は
、日
本

大
学
の
荒
船
俊
太
郎
先
生
を
迎
え
て
、

「
貴
族
院
議
員
た
ち
の“
戦
後
”～
新
発

見
の
史
料
か
ら
～
」と
い
う
テ
ー
マ
で

御
講
義
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
新
発
見
」

と
い
う
貴
重
な
史
料
や
古
文
書
と
し
て

は
比
較
的
新
し
い
戦
後
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、受
講
さ
れ
た
方
か
ら
は

「
初
め
て
聞
き
ま
し
た
」、「
楽
し
く
て
読

み
易
か
っ
た
で
す
」と
の
感
想
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

応
用
編
は
時
代
も
内
容
も
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
に
富
ん
で
お
り
、古
文
書
と
い

う
世
界
の
幅
広
さ
や
奥
深
さ
を
感
じ
ら

れ
ま
し
た
。

■ 

お
わ
り
に

　

古
文
書
は
一
見
難
し
そ
う
に
見
え
ま

す
が
、実
際
に
読
ん
で
み
る
と
、外
国
語

の
学
習
の
よ
う
に
文
法
で
苦
労
す
る
こ

▪
古
文
書
講
座
入
門
編（
Ａ
日
程
）

　

５
月
19
日（
日
）、26
日（
日
）、

　

６
月
２
日（
日
）（
全
３
回
）定
員
100
人

　
【
４
月
16
日
ま
で
申
込
受
付
】

▪
古
文
書
講
座
入
門
編（
Ｂ
日
程
）

　

６
月
16
日（
日
）、23
日（
日
）、30
日（
日
）

　
（
全
３
回
）定
員
100
人

　
【
４
月
16
日
ま
で
申
込
受
付
】

▪
夏
休
み
親
子
講
座

　

７
月
27
日（
土
）、７
月
28
日（
日
）

　

各
日
開
催（
定
員
数
未
定
）

▪
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
講
座

　

11
月
３
日（
日
）（
定
員
数
未
定
）

▪
古
文
書
講
座
応
用
編

　

11
月
17
日（
日
）、24
日（
日
）

　

12
月
１
日（
日
）（
全
３
回
）定
員
100
人

※
詳
細
は
後
日
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

　

ら
せ
し
ま
す
。

と
も
な
く
、言
葉
が
頭
に
入
り
や
す
い

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。古
文

書
か
ら
当
時
の
人
々
の
様
子
を
思
い
描

く
の
は
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

も
う
す
ぐ
四
月
を
迎
え
、新
年
度
が
始

ま
り
ま
す
。何
か
一
つ
新
し
い
こ
と
を

始
め
る
の
に
も
良
い
時
期
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

令
和
六
年
度
も
古
文
書
講
座
を
開
催

し
ま
す
。（
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
）多
く
の
皆
様
と
一
緒
に

当
館
資
料
を
は
じ
め
と
し
た
古
文
書
を

味
わ
う
ひ
と
時
を
楽
し
み
に
し
て
お
り

ま
す
。

　

ま
た
、講
座
を
き
っ
か
け
に
、公
文
書

館
で
古
文
書
を
楽
し
む
方
が
増
え
て
い

た
だ
け
る
と
、こ
の
上
な
く
嬉
し
く
思

い
ま
す
。

（
資
料
課　

清
水
あ
り
さ
）

▪
収
蔵
資
料
展
示

　

５
月
10
日
か
ら
６
月
30
日
ま
で

▪
企
画
展
示

　

７
月
19
日
か
ら
10
月
６
日
ま
で

▪
収
蔵
資
料
展
示

　

10
月
25
日
か
ら
12
月
22
日
ま
で

▪
企
画
展
示

　

令
和
７
年
１
月
24
日
か
ら
３
月
30
日
ま
で

※
詳
細
は
後
日
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

　

ら
せ
し
ま
す
。

公
文
書
館
へ
の
ア
ク
セ
ス

電車の場合  相鉄線「二俣川駅」下車、二俣川駅北口より徒歩17分
　　　　　  二俣川駅北口より相鉄バス「旭23運転免許センター循環二俣
　　　　　  川駅北口」行きで「運転免許センター」停留所下車、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
※駐車スペースが少ないため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

令和5年度古文書講座入門編の様子

　
展
示
の
ご
案
内

　
講
座
の
ご
案
内


