
藤
沢
市
文
書
館
は
、
地
域
史
編
纂
事
業

の
結
果
と
し
て
条
例
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ

た
施
設
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
七
月
一
日

に
開
館
さ
れ
て
か
ら
二
○
年
を
経
過
し
た

こ
と
に
な
る
。
設
立
当
時
は
、
市
町
村
レ

ベ
ル
で
は
類
似
施
設
が
他
に
な
か
っ
た
と

言
う
こ
と
か
ら
闇
雲
に
走
り
つ
づ
け
て
来

た
が
、
結
果
的
に
は
い
く
つ
か
の
軌
道
修

正
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
ま
で
走

り
つ
づ
け
る
こ
と
が
出
来
た
事
を
館
員
と

共
に
当
館
を
支
持
し
、
応
援
し
て
下
さ
っ

た
多
く
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

既
に
当
館
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
幾
つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
簡
単

に
基
本
的
な
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を

了
と
さ
れ
た
い
。
そ
れ
は
公
文
書
の
場
合

に
、
「
市
で
作
成
さ
れ
た
保
存
文
書
を
管

理
す
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
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文
書
を
選
別
、
保
存
」
す
る
と
い
う
事
で

あ
り
、
そ
れ
は
現
用
文
書
か
ら
非
現
用
文

書
に
至
る
ま
で
、
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク

ル
を
一
貫
し
て
当
館
が
行
っ
て
い
る
と
い

う
事
で
も
あ
る
。
文
書
館
が
歴
史
資
料
を

収
集
し
保
存
す
る
と
言
う
こ
と
は
当
然
で

あ
る
が
、
歴
史
資
料
と
言
う
概
念
は
か
な

り
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

公
文
書
の
場
合
に
文
書
主
管
課
が
保
存
年

限
を
決
め
、
廃
棄
さ
れ
た
文
書
の
中
か
ら

文
書
館
が
収
集
す
る
と
い
う
方
法
が
一
般

的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
文
書
主
管
課
が

な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
廃
棄
を
拒
ん

だ
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
文
書
館
に
公
文

書
は
移
管
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
し

ま
う
危
倶
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
文
書
館
が
公
文
書
を
現
用

の
段
階
か
ら
保
管
す
る
と
い
う
事
に
は
、

ロ
言
ロ
川３

０
年

６
６成

第
平

疑
問
視
す
る
館
も
あ
る
が
、
公
文
書
を
確

実
に
文
書
館
に
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
す
る
な
ら
、
こ
の
方
法
は
効
果
的

で
あ
る
。
さ
も
な
い
と
文
書
主
管
課
の
判

断
に
よ
っ
て
、
時
に
は
永
久
的
に
公
文
書

は
文
書
館
に
移
管
さ
れ
な
い
と
い
う
事
も

有
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

当
館
で
は
公
文
書
の
保
管
か
ら
廃
棄
・

保
存
ま
で
の
権
限
を
文
書
取
扱
い
規
定
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

第
四
二
条
各
課
長
は
、
毎
年
度
末
に
、

前
年
度
文
書
の
う
ち
保
存
す
べ
き
も
の
を
、

文
書
保
存
主
管
課
長
（
文
書
館
長
の
こ
と
）

に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

第
四
四
条
第
四
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
引
継
ぎ
さ
れ
た
文
書
の
保
存
管
理

は
、
文
書
保
存
主
管
課
長
が
行
う
。

公
文
書
の
保
管
か
ら
廃
棄
・
保
存
ま
で

の
権
限
を
文
書
館
が
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、

義
務
も
当
然
と
も
な
う
。
そ
の
た
め
文
書

の
所
在
に
つ
い
て
は
、
文
書
館
（
行
政
文

書
担
当
）
が
日
頃
か
ら
点
検
を
行
い
、
ま

た
利
用
職
員
の
相
談
に
の
る
な
ど
の
体
制

を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
文
書
館
で
は
年

藤
沢
市
文
書
館
の
二
○
年
と

新
収
史
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介
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．
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史
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史
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目
次
Ｉ

一
回
、
す
べ
て
の
現
用
文
書
に
つ
い
て
一

件
一
件
点
検
を
行
っ
て
い
る
が
、
出
先
機

関
に
貸
出
し
て
い
る
現
用
文
書
に
関
し
て

は
直
接
出
向
い
て
点
検
を
行
い
保
存
文
書

の
紛
失
防
止
に
つ
と
め
て
い
る
。

こ
の
命
題
は
、
史
料
保
存
業
務
を
使
命

と
し
て
い
る
文
書
館
に
と
っ
て
は
、
永
遠

の
課
題
で
あ
り
不
変
的
な
問
題
で
も
あ
る
。

当
館
に
お
け
る
公
文
書
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
述
べ
た
が
、
基
本
的
に
は
公

文
書
を
収
納
す
る
た
め
の
書
庫
の
問
題
が

あ
る
。
し
か
し
、
書
庫
に
は
限
度
が
あ
り
、

整
理
さ
れ
な
い
書
庫
は
、
単
な
る
容
器
に

す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
書
庫
の
活
性

化
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
は
公
文
書
の
管
理
を
引
継
の
段
階
か

ら
文
書
館
が
行
う
と
い
う
方
法
は
ベ
タ
ー

で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
何
を

保
存
し
、
何
を
廃
棄
す
る
か
と
い
う
問
題

は
、
そ
の
文
書
館
の
性
格
を
根
本
的
に
決

ど
う
す
れ
ば
史
料
を
救
え
る
の
か
、
ど

う
す
れ
ば
史
料
は
失
わ
ず
に
済
む
の
か (13(13(1D(9)
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定
づ
け
て
し
ま
う
ほ
ど
に
重
大
な
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
題
を
回
避
し
て
し
ま
っ
て

は
文
書
館
の
本
来
の
生
命
と
い
う
の
か
使

命
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
専
門

職
員
と
し
て
の
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
の
必
要
性

が
叫
ば
れ
る
所
以
が
生
じ
て
く
る
。

し
か
し
、
現
実
の
問
題
と
し
て
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
の
存
在
は
、
現
在
の
わ
が
国
に
お

い
て
は
高
嶺
の
花
に
す
ぎ
な
い
。
国
立
公

文
書
館
に
お
い
て
す
ら
一
人
の
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
も
存
在
し
な
い
国
柄
で
あ
る
。
ま
し

て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
養
成
す
る
に
し
て
も

養
成
す
る
人
材
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
せ

め
て
文
書
館
学
の
先
進
的
な
国
か
ら
専
門

教
授
を
、
明
治
維
新
時
に
お
雇
い
外
国
人

の
よ
う
に
招
く
以
外
に
は
方
法
が
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
分
野
で
の
劣
等
国

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
も
無
理
の
な
い

事
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
出
来

な
け
れ
ば
、
若
手
の
研
究
者
を
海
外
に
派

遣
し
て
学
ば
せ
る
以
外
に
は
解
決
の
方
法

は
な
い
。
斯
様
に
わ
が
国
の
ア
ー
キ
ビ
ス

ト
養
成
は
肌
寒
い
現
状
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
い
か
ほ
ど
の
人
々
が
認
識
し
て
い

る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
前
に
「
地
域
社
会
と
文
書
館
」
と

い
う
小
冊
子
を
出
し
た
が
、
そ
の
中
で

地
方
文
書
館
と
し
て
考
え
る
こ
と

「
地
域
社
会
の
求
め
る
文
書
館
像
」
と
し

て
い
く
つ
か
の
問
題
を
提
示
し
て
お
い
た
。

以
下
、
再
度
そ
れ
ら
の
問
題
点
を
例
示
し

な
が
ら
、
当
館
の
歩
み
と
現
実
、
さ
ら
に

こ
れ
か
ら
の
進
む
べ
き
道
に
つ
い
て
反
省

と
評
価
を
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

文
書
館
は

１
不
燃
、
除
湿
の
建
物
が
必
要
で
あ
る
。

大
き
な
建
物
の
一
部
を
そ
れ
に
あ
て
て
も

か
ま
わ
な
い
。
そ
の
広
さ
は
、
将
来
の
こ

と
を
も
考
え
て
広
い
方
が
よ
い
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
の
文
書
館
に
は
、
書

庫
、
事
務
室
、
閲
覧
室
が
不
可
欠
で
あ
る
。

整
理
室
・
研
究
室
も
必
要
で
あ
る
。
た
だ

し
、
複
合
館
施
設
よ
り
も
、
小
さ
く
と
も

単
立
の
施
設
の
方
が
望
ま
し
い
。

私
は
複
合
館
施
設
よ
り
も
、
小
さ
く
と

も
単
立
の
施
設
の
方
が
望
ま
し
い
と
述
べ

た
が
、
現
時
点
で
も
こ
の
考
え
方
は
変
わ

ら
な
い
。
し
か
し
、
単
立
の
施
設
と
し
て

設
置
さ
れ
る
館
は
あ
る
意
味
で
は
恵
ま
れ

た
施
設
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の

た
め
に
「
大
き
な
建
物
の
一
部
を
そ
れ
に

あ
て
て
も
か
ま
わ
な
い
」
と
述
べ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
利
点
と
欠
点
は
別
に
述
べ
る

機
会
が
あ
れ
ば
述
べ
た
い
と
思
う
。

２
地
域
の
民
間
所
在
記
録
を
全
部
文
書

館
に
集
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
必
ず

し
も
必
要
で
は
な
い
。
恐
ら
く
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
大
切
に
保
存
し
て
下
さ
る

所
蔵
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
の

処
置
を
お
願
い
す
れ
ば
よ
い
。
所
蔵
者
が

文
書
館
へ
古
文
書
等
を
移
し
た
い
と
の
意

向
を
持
っ
た
時
に
は
「
寄
託
」
と
い
う
形

で
預
か
れ
ば
よ
い
。
売
却
す
る
希
望
の
あ

る
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
買
え
ば
よ
い
。

要
す
る
に
、
文
書
館
が
で
き
た
か
ら
何

で
も
か
ん
で
も
そ
こ
に
集
め
る
と
い
う
考

え
方
は
と
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
、
事

実
上
は
寄
託
に
よ
っ
て
多
く
の
古
文
書
等

が
そ
こ
に
集
中
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に

は
現
在
も
肯
定
し
て
い
る
。
た
だ
し
売
却

に
つ
い
て
は
、
慎
重
で
あ
り
た
い
。
基
本

的
に
は
所
蔵
者
と
の
信
頼
関
係
以
外
に
は

な
い
と
考
え
る
。

３
公
文
書
は
、
昭
和
二
○
年
ま
で
の
も

の
は
す
べ
て
、
文
書
館
に
移
管
す
れ
ば
よ

い
。
そ
れ
以
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
保

存
年
限
を
過
ぎ
た
も
の
は
す
べ
て
ひ
と
ま

ず
文
書
館
に
ま
か
せ
、
文
書
館
と
各
部
課

の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
、
保
存
・
廃
棄
を

定
め
れ
ば
よ
い
。
当
館
は
現
用
文
書
の
保

管
業
務
を
も
行
っ
て
い
る
日
本
で
唯
一
の

文
書
館
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
現
用
文
書
は
将
来
の

歴
史
史
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

将
来
の
古
文
書
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か

し
、
神
奈
川
県
公
文
書
館
の
よ
う
に
、
現

用
文
書
の
う
ち
、
あ
る
一
定
期
間
は
文
書

課
が
保
管
し
、
半
現
用
の
段
階
に
な
っ
て

公
文
書
館
に
一
括
し
て
移
管
し
、
文
書
課

と
公
文
書
館
が
共
同
で
保
管
業
務
に
当
た

る
と
い
う
こ
と
も
、
今
後
は
検
討
さ
れ
て

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４
地
域
内
の
史
料
に
つ
い
て
十
分
に
把

握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に

個
人
所
蔵
の
も
の
に
つ
い
て
も
熟
知
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
情
報
を
的
確
に
持
っ
て

い
る
必
要
が
あ
る
。

文
書
館
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け

る
史
料
の
貯
蔵
庫
で
あ
る
な
ら
、
仮
に
史

料
を
収
集
し
て
い
な
く
と
も
、
史
料
に
関

す
る
情
報
は
豊
富
に
持
っ
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
必
要
で
あ

る
な
ら
博
物
館
・
資
料
館
と
の
共
同
で
の

調
査
・
研
究
等
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き

で
あ
る
。
共
同
で
の
調
査
・
研
究
等
を
通

じ
て
、
お
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
不
足
部
分

を
補
完
し
あ
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
は
大
き
い
。
当
館
で
は
今
後
も
積

極
的
に
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

「
史
料
館
」
に
希
望
す
る
こ
と
は
、
現

在
「
史
料
所
在
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
作
成

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
総
件
数
は
約
七
万

件
で
、
約
二
万
件
は
入
力
済
み
で
こ
れ
か

ら
、
五
万
件
を
八
年
計
画
で
入
力
す
る
と

い
う
。
な
ん
と
か
、
補
助
金
に
た
よ
る
の

で
は
な
く
、
予
算
を
確
保
し
て
早
め
る
こ

と
を
考
え
て
ほ
し
い
。
地
方
文
書
館
は
国
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の
文
書
館
・
史
料
館
を
み
て
育
つ
か
ら
、

組
織
の
財
政
も
し
っ
か
り
確
立
し
て
ほ
し

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
方
文
書
館
で

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
所
在
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

作
成
す
る
際
に
、
助
言
等
い
た
だ
き
た
い

も
の
で
あ
る
。
当
館
で
も
近
世
・
近
代
史

料
に
つ
い
て
所
在
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
進
め

な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

５
史
料
を
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
史

料
を
整
理
し
、
目
録
を
作
成
し
て
、
公
開

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
文
書
館
は
地
域

の
史
料
館
で
あ
る
か
ら
、
地
域
住
民
に
対

し
て
例
え
ば
、
史
料
の
刊
行
物
・
出
版
・

研
究
成
果
等
を
刊
行
す
る
責
務
が
あ
る
。

こ
の
問
題
は
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ

る
。
文
書
館
は
出
版
社
で
は
な
い
。
ま
た

編
纂
事
業
の
請
負
業
者
で
も
な
い
。
し
か

し
、
少
な
く
と
も
史
料
に
つ
い
て
の
専
門

研
究
機
関
で
は
あ
る
。
誰
よ
り
も
所
蔵
し

て
い
る
史
料
に
つ
い
て
、
熟
知
し
て
い
る

と
い
う
自
負
は
必
要
で
あ
る
。
ア
ー
キ
ピ

ス
ト
に
求
め
ら
れ
て
い
る
資
質
は
こ
の
点

で
あ
ろ
う
。

６
文
書
館
員
は
専
門
職
（
ア
ー
キ
ビ
ス

ト
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
図
書
館
に
は

司
書
が
、
博
物
館
に
は
学
芸
員
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
文
書
館
に

は
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
当
然
の
事
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
不
幸
に
し
て
国
立
公
文
書
館
を
設
置

す
る
と
き
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
養
成
が
行

わ
れ
な
か
っ
た
。
歴
史
学
を
、
行
政
学
を

学
ん
だ
程
度
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
に
な
れ
る
と
い
っ
た
甘
い
考
え
が

あ
っ
た
こ
と
も
否
定
は
出
来
ま
い
。
ま
さ

に
地
方
文
書
館
の
最
大
の
課
題
は
、
こ
の

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
問
題
な
の
で
あ
る
。
行
政

職
で
の
経
験
が
豊
か
で
あ
る
か
ら
と
い
う

だ
け
の
理
由
で
文
書
館
に
配
属
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
大
き
な
誤
り
で
あ
る
。
行
政
職
と

し
て
働
い
た
職
員
は
、
行
政
を
執
行
す
る

側
の
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
作
成
さ

れ
た
公
文
書
を
将
来
の
歴
史
史
料
と
し
て

整
理
・
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
の

問
題
で
あ
り
、
次
元
を
異
に
す
る
。
こ
の

辺
の
考
え
方
が
暖
昧
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、

今
日
ま
で
わ
が
国
に
文
書
保
存
学
に
つ
い

て
の
分
野
が
育
た
な
か
っ
た
最
大
の
問
題

点
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ア
ー
キ
ビ

ス
ト
と
歴
史
研
究
者
と
は
ま
っ
た
く
似
て

否
な
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に

は
歴
史
学
は
必
要
で
は
あ
る
が
、
歴
史
研

究
者
に
は
、
必
ず
し
も
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
に

求
め
ら
れ
る
学
問
は
必
要
で
は
な
い
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
以
上
こ
こ
で

述
べ
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
た
だ
、

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
な

い
が
た
め
に
、
人
事
異
動
の
際
に
は
常
に
、

あ
る
一
定
期
間
経
過
す
る
と
異
動
対
象
に

な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
。
当
館
と
て

そ
の
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
現
在
で

は
館
長
の
意
向
が
か
な
り
考
慮
さ
れ
て
き

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
不
合
理
を
解
消
す
る
道
は
、

一
日
も
早
く
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
の
養
成
制
度

を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、

「
史
料
館
」
で
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
史

料
管
理
学
研
修
会
を
発
足
さ
せ
た
こ
と
は

評
価
さ
れ
る
。
さ
ら
に
希
望
す
る
こ
と
は
、

研
修
を
終
了
し
た
者
に
対
し
て
長
期
研
修

生
と
い
う
の
か
、
研
究
生
の
よ
う
な
受
け

入
れ
制
度
を
確
立
し
て
、
研
修
を
行
う
よ

う
な
シ
ス
テ
ム
が
出
来
な
い
も
の
か
考
え

て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
地
方

文
書
館
に
勤
務
し
て
い
る
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
に
出
会
う
が
、
そ
れ
の
解
決
方
法

は
や
は
り
研
修
・
研
究
以
外
に
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
れ

ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

文
書
館
は
、
地
域
内
の
文
書
（
公
文
書
・

許
さ
れ
る
な
ら
私
文
書
を
も
含
め
て
）
の

全
面
的
収
集
管
理
・
保
存
、
整
理
、
利
用

者
へ
の
史
料
の
公
開
促
進
等
を
推
進
す
る

機
関
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
業
を
円
滑
に

行
う
た
め
に
は
、
個
々
の
史
料
に
つ
い
て

精
通
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
史
料
群
全
体

に
つ
い
て
も
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
の
仕

事
で
あ
る
。
良
い
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
は
ど
う

し
て
も
研
究
者
と
し
て
の
側
面
を
持
た
ざ

る
を
得
な
い
。
い
わ
ゆ
る
お
役
所
仕
事
で

の
範
囲
内
で
し
か
仕
事
を
す
る
こ
と
が
出

来
な
け
れ
ば
、
そ
の
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
は
仕

事
に
対
す
る
熱
意
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ

ろ
う
。
管
理
職
に
あ
る
者
は
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
よ
り
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
研
究

と
称
し
て
、
自
分
の
好
み
に
合
っ
た
こ
と

ば
か
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
悪
し
き
穴
も

ぐ
り
的
研
究
者
で
は
、
地
域
住
民
の
利
用

に
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
展
示
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
確

か
に
当
館
で
も
新
装
な
っ
た
館
に
な
っ
て

か
ら
、
展
示
室
が
新
た
に
設
置
さ
れ
た
が
、

展
示
本
来
の
意
義
の
あ
る
も
の
に
し
よ
う

と
す
る
な
ら
、
最
低
一
名
の
職
員
は
年
間

通
じ
て
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
の

問
題
と
し
て
限
ら
れ
た
職
員
の
中
で
展
示

を
行
う
と
す
れ
ば
、
展
示
の
効
果
よ
り
、

そ
の
労
力
の
ほ
う
が
大
き
く
全
体
か
ら
す

れ
ば
マ
イ
ナ
ス
の
面
が
大
き
い
。
仮
に
行

う
な
ら
、
ご
く
少
数
の
展
示
で
、
そ
の
準

備
に
あ
ま
り
時
間
を
か
け
な
い
で
済
む
よ

う
に
し
た
い
。
当
館
の
場
合
に
は
、
整
理

室
を
設
け
ず
に
展
示
室
を
設
置
し
た
こ
と

は
失
敗
で
あ
っ
た
と
思
う
。
課
題
の
多
い

再
出
発
と
は
な
っ
た
が
、
私
は
順
風
よ
り

逆
風
が
好
き
で
あ
る
。
高
く
ジ
ャ
ン
プ
す

る
に
は
逆
風
の
ほ
う
が
良
い
と
も
い
う
で

は
な
い
で
す
か
。
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２
再
編
成
の
ポ
イ
ン
ト

長
期
研
修
課
程
の
開
催
期
日
及
び
期
間

は
、
こ
れ
ま
で
通
り
七
月
を
中
心
と
す
る

前
期
四
週
間
（
講
義
の
な
い
一
週
間
を
含

む
）
と
、
九
月
を
中
心
と
す
る
後
期
四
週

間
（
同
前
）
の
合
計
八
週
間
と
し
、
特
に

変
更
は
な
い
が
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
次

１
は
じ
め
に

史
料
管
理
学
研
修
会
は
、
一
九
八
八

（
昭
和
六
三
）
年
に
、
そ
れ
ま
で
の
近
世

史
料
取
扱
講
習
会
を
拡
充
す
る
か
た
ち
で

ス
タ
ー
ト
し
た
。
以
来
五
年
間
、
外
部
講

師
や
研
修
生
の
ご
意
見
を
伺
い
な
が
ら
毎

年
改
善
に
努
め
て
き
た
が
、
①
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
全
体
構
造
や
各
講
義
の
関
連
性
が

必
ず
し
も
理
解
し
や
す
く
な
い
、
②
史
料

論
等
の
理
論
的
な
講
義
と
史
料
管
理
論
の

実
務
的
な
講
義
と
の
関
連
性
が
必
ず
し
も

明
確
で
な
い
、
③
研
修
生
の
意
見
交
換
や

経
験
発
表
の
機
会
が
少
な
い
、
な
ど
の
大

き
な
問
題
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き

た
の
で
、
平
成
六
年
度
よ
り
長
期
研
修
課

程
を
中
心
に
大
幅
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
再

編
成
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

史
料
管
理
学
研
修
会
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
再
編
成
に
つ
い
て

３
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
構
造
と
週
テ
ー
マ

史
料
管
理
学
研
修
会
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

は
、
こ
れ
ま
で
側
総
論
、
②
史
料
論
、
③

記
録
・
史
料
管
理
論
、
仰
史
料
管
理
の
実

際
（
機
関
見
学
）
の
四
本
の
柱
で
構
成
さ

れ
て
い
た
。
今
回
は
こ
れ
を
基
本
的
に
受

け
継
ぎ
な
が
ら
、
全
国
歴
史
資
料
保
存
利

用
機
関
連
絡
協
議
会
専
門
職
問
題
特
別
委

員
会
の
報
告
書
「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
制

度
の
実
現
に
向
け
て
」
第
三
章
「
ア
ー
キ

ビ
ス
ト
養
成
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
（
一
九

史
料
館
研
修
会
委
員
会

の
三
点
を
柱
に
再
編
成
を
行
っ
た
。

①
一
週
間
を
基
本
単
位
と
し
て
、
関
連
分

野
の
講
義
を
集
中
さ
せ
、
週
毎
の
テ
ー

マ
（
週
テ
ー
マ
）
を
明
確
に
す
る
。

②
各
週
の
初
め
に
週
テ
ー
マ
に
関
わ
る
総

論
的
講
義
を
、
ま
た
終
わ
り
に
週
テ
ー

マ
を
め
ぐ
る
討
論
の
時
間
を
設
け
る
。

③
各
週
に
そ
れ
ぞ
れ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

二
名
（
史
料
館
教
官
）
を
置
き
、
講
義

内
容
の
事
前
調
整
や
テ
ー
マ
討
論
の
進

行
な
ど
を
担
当
す
る
。

以
下
、
こ
の
三
点
に
つ
い
て
順
次
説
明

す
る
。

九
二
年
）
な
ど
を
参
考
に
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
全
体
構
造
を
図
ｌ
の
よ
う
に
整
理
し

直
し
た
。

ま
ず
、
全
体
を
Ｉ
「
記
録
史
料
論
」
と

Ⅱ
「
記
録
史
料
管
理
論
」
の
二
つ
に
大
別

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
図
の
よ
う
に

〈
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
要
素
〉
と
〈
講
義
科

目
の
柱
〉
を
設
定
し
た
。
実
際
の
開
設
科

目
は
〈
講
義
科
目
の
柱
〉
を
す
べ
て
網
羅

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
も

と
づ
き
な
が
ら
、
時
間
配
分
や
講
師
事
情

を
考
慮
し
て
合
計
三
五
の
講
義
科
目
を
設

け
た
。
こ
れ
ら
の
科
目
の
配
置
に
あ
た
っ

て
は
、
週
ご
と
に
次
の
よ
う
な
「
週
テ
ー

マ
」
を
設
け
、
同
一
〈
要
素
〉
、
同
一

〈
柱
〉
に
属
す
る
科
目
は
原
則
と
し
て
同

じ
週
に
ま
と
ま
る
よ
う
配
慮
し
た
。

①
前
期
第
１
週
「
文
書
館
総
論
」

②
前
期
第
２
週
「
記
録
史
料
論
い
」

③
前
期
第
３
週
「
記
録
史
料
論
②
」

④
後
期
第
１
週
「
記
録
史
料
管
理
論
⑩

総
論
及
び
調
査
収
集
論
」

⑤
後
期
第
２
週
「
記
録
史
料
管
理
論
②

整
理
記
述
論
」

⑥
後
期
第
３
週
「
記
録
史
料
管
理
論
③

保
存
管
理
論
」

ま
た
以
上
の
他
に
Ⅲ
「
史
料
管
理
の
実

際
」
と
し
て
五
つ
の
史
料
保
存
利
用
機
関

の
見
学
を
組
み
入
れ
、
現
場
の
実
践
に
触

れ
る
機
会
を
で
き
る
だ
け
多
く
設
け
よ
う

と
試
み
た
。
こ
れ
を
講
義
科
目
に
加
え
る

と
、
全
体
で
は
四
○
科
目
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

４
各
週
の
時
間
配
分

各
週
の
時
間
配
分
に
つ
い
て
は
、
図
２

の
よ
う
な
基
本
パ
タ
ー
ン
を
設
け
、
で
き

る
だ
け
こ
れ
に
沿
う
よ
う
に
し
た
。
す
な

わ
ち
、仙

週
の
最
初
に
週
テ
ー
マ
に
関
す
る
総

論
的
講
義
を
置
く
、

②
週
の
半
ば
に
外
部
機
関
見
学
の
機
会

を
設
け
る
、

③
最
終
日
に
週
テ
ー
マ
に
関
す
る
討
論

の
時
間
を
設
け
る
、

図2時間配分の基本パターン
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I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V

月 篭證的講義 講義

火 ﾚーﾄ準備 講 義

水 外 部機関訪問（ 講義と見学 ）

木 ﾚーﾄ準備 ’ 誰 義

金 講 義 ’ テーマ 橘



(記録史料を理解する）

Aの要素＞〈講義科目の柱〉

I

<平成6年度長期課程＞<カリキュラムの要素＞

情報論的アプローチ 情報とコミュニケーション’

情報の本質と情報伝達の
発展の歴史を理解する

認緬ﾃｦ百二手~卜
組織体活動における記録

行政組織体
企業組織体
非営利団体 識 建 婦

一前期第2週
一前期第3週

；‐

情報の位置を理解する
文字図像史料-H*

古代
中世
近世
近代
現代

’ 正
ｔ

文字図像史料一鋤史料論的アプローチ

記録情報の変遷と史料
的性質を歴史的に理解
する

音声映像電子史料
＝

言己録史米斗菅玉里言命 (記録史料の保存利用活動の科学）、

記録史料管理の歴史一日本
歴史的アプローチ

記録史料管理の歴史一世界記録史料の保存と活用
の歴史、とくに近代的

文…

一前期第1週

文書館システムの発展
の歩みを学ぶ ‐

社会的アプローチ 現代アーキビスト論

文書法制
情報公開
個人情報
著作権

現代社会における文書
館とアーキビストの役
割及び直面する課題等
について学ぶ

l
i幽騨霊二！

所在調壷窒:ﾐ::］
評価選択三rf」
移管収集三：
整理理論三::ゞ;§;
研究分析ぷふ＃
検索手段記述
検索システム
環境管理;工
保存科学蓋"》
修復技術無馴
災害対策Liヅ
複製論:壹註
利用者研究蕊
閲覧サ急どス
レブアlノツ;ズ
広報宣伝*：

｢蕊履嘉1千

技術的アプローチ

記録史料の保存と活用
のための理論及び具体
的方法について学ぶ

(史料保存利用機関の見学）史米斗菅玉里 。 ＞ 雲 障IⅡ

図1カリキュラムの構造
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５
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム

各
週
ご
と
に
史
料
館
教
官
二
名
を
チ
ー

フ
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
及
び
サ
ブ
・
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
配
置
し
、
こ
の
二

人
が
そ
の
週
の
研
修
会
運
営
に
つ
い
て
の

責
任
を
負
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
主
な
任
務
と
し
て
は
、
⑩
そ

の
週
の
担
当
講
師
を
召
集
し
て
研
究
会
を

持
つ
な
ど
、
講
師
が
各
自
の
講
義
内
容
を

相
互
に
検
討
・
調
整
し
あ
う
機
会
を
作
る

こ
と
、
②
担
当
週
の
外
部
機
関
見
学
の
事

前
準
備
や
引
率
を
行
う
、
⑧
各
週
最
終
日

の
週
テ
ー
マ
討
論
の
準
備
及
び
司
会
進
行

側
火
曜
日
と
木
曜
日
に
レ
ポ
ー
ト
準
備

の
時
間
を
設
け
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

外
部
機
関
見
学
を
週
の
半
ば
に
置
い
た

り
、
火
曜
日
と
木
曜
日
に
レ
ポ
ー
ト
準
備

の
時
間
を
設
け
た
の
は
、
一
週
間
講
義
で

座
り
っ
ぱ
な
し
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
の

配
慮
で
も
あ
る
が
、
外
部
機
関
見
学
に
つ

い
て
は
週
テ
ー
マ
の
一
環
に
位
置
づ
け
、

見
学
機
関
に
は
で
き
る
だ
け
週
テ
ー
マ
に

沿
っ
た
講
義
と
見
学
を
依
頼
す
る
こ
と
に

し
て
い
る
。

な
お
、
平
成
六
年
度
の
具
体
的
な
講
義

科
目
及
び
時
間
配
分
に
つ
い
て
は
、
別
掲

の
「
長
期
研
修
課
程
日
程
」
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
。

６
そ
の
他
の
変
更
事
項

今
回
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
再
編
成
に
よ
っ

て
、
平
成
六
年
度
か
ら
長
期
研
修
課
程
の

受
講
方
法
に
次
の
よ
う
な
変
更
が
生
じ
た

の
で
、
受
講
希
望
者
は
注
意
さ
れ
た
い
。

⑪
二
年
度
分
割
受
講
に
つ
い
て

長
期
研
修
課
程
は
、
こ
れ
ま
で
前
期
と

後
期
を
分
け
て
二
年
度
に
わ
た
っ
て
履
修

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
履
修
順

序
は
前
期
か
ら
で
も
後
期
か
ら
で
も
よ
い

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
平
成
六
年
度
か
ら

は
、
二
年
度
に
わ
た
る
履
修
は
こ
れ
ま
で

通
り
認
め
る
が
、
そ
の
場
合
は
必
ず
一
年

目
に
前
期
を
、
二
年
目
に
後
期
を
履
修
す

る
こ
と
と
し
、
後
期
を
先
に
履
修
す
る
こ

と
は
認
め
な
い
こ
と
に
な
っ
た
（
な
お
、

平
成
五
年
度
に
半
期
を
履
修
し
、
平
成
六

年
度
に
継
続
履
修
を
予
定
し
て
い
る
者
に

対
し
て
は
、
特
別
経
過
措
置
を
講
ず
る
予

定
で
あ
る
）
。

②
大
学
院
教
育
協
力
に
つ
い
て

平
成
六
年
度
か
ら
、
長
期
研
修
課
程
が

を
行
う
、
な
ど
が
あ
る
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
が
こ
の
よ
う
な
調
整
機
能
を
果
た
す

こ
と
に
よ
り
、
講
師
陣
と
研
修
生
と
の
双

方
に
と
っ
て
週
テ
ー
マ
の
意
味
づ
一
け
や
講

義
相
互
の
関
連
性
が
よ
り
明
確
と
な
り
、

研
修
会
の
効
果
が
上
が
る
の
で
は
な
い
か

と
期
待
し
て
い
る
。

７
短
期
研
修
課
程
に
つ
い
て

東
京
以
外
の
都
市
で
、
二
月
に
二
週

間
（
講
義
の
な
い
一
週
間
を
含
む
）
の
日

程
で
開
催
し
て
い
る
短
期
研
修
課
程
に
つ

い
て
は
、
期
間
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
も
大

き
な
変
更
は
行
わ
な
い
。
し
か
し
、
長
期

研
修
課
程
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
再
編
成
に
と

も
な
い
、
講
義
科
目
や
講
義
名
称
を
一
部

改
善
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
詳
し
く
は
別

掲
「
短
期
研
修
課
程
日
程
」
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
。

国
文
学
研
究
資
料
館
の
大
学
院
教
育
協
力

制
度
の
一
環
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
一
部
の
大
学
院
に
つ
い
て
単
位
化

の
道
が
開
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
詳
し
く

は
史
料
館
に
お
問
い
合
あ
せ
い
た
だ
き
た
い
。

《
平
成
六
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会
実
施
要
項
》

１
期
間

・
長
期
研
修
課
程

前
期
平
成
六
年
七
月
四
日
側

～
七
月
二
九
日
㈲

後
期
平
成
六
年
八
月
二
九
日
側

～
九
月
二
二
日
㈱

た
だ
し
、
や
む
を
え
な
い
場
合
に
は
、

二
年
に
わ
た
る
履
修
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
は
、
一
年
目
に
前
期
、
二
年

目
に
後
期
を
履
修
す
る
も
の
と
す
る
。

・
短
期
研
修
課
程

平
成
六
年
二
月
七
日
⑪

～
二
月
一
九
日
出

２
会
場

・
長
期
研
修
課
程

国
文
学
研
究
資
料
館
（
東
京
都
品
川
区
）

・
短
期
研
修
課
程

新
潟
会
館
（
新
潟
市
幸
西
）

３
申
込
資
格

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

仙
史
料
保
存
利
用
機
関
を
は
じ
め
と
し

て
、
官
公
署
・
大
学
・
企
業
等
の
文

書
担
当
部
局
及
び
歴
史
編
纂
部
局
、

又
は
そ
の
他
の
記
録
史
料
を
取
り
扱

う
必
要
の
あ
る
機
関
に
勤
務
し
、
記

録
史
料
の
収
集
、
整
理
、
保
存
利
用

等
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

②
大
学
院
在
学
中
又
は
大
学
卒
業
以
上

の
学
歴
を
有
す
る
者
で
、
史
料
管
理

学
に
強
い
関
心
を
持
つ
者

４
募
集
定
員

長
期
研
修
課
程
、
短
期
研
修
課
稗
各
三
五
名

５
研
修
料
無
料

６
申
込
締
切

長
期
研
修
課
程
平
成
六
年
五
月
一
三
日
㈲

短
期
研
修
課
程
平
成
六
年
六
月
一
○
日
㈲

７
研
修
会
参
加
申
込
用
紙
の
請
求
及
び
研

修
会
に
つ
い
て
の
お
問
合
わ
せ
は
、
左

記
ま
で
。

〒
Ⅷ
東
京
都
品
川
区
豊
町
一
’
一
六
’
一
○

国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
事
務
室

－6－



<長期研修課程＞日程（東京会場）

後期第1週の毒建稗鐸型誇〃｡識豊展ひ震認醸涛前期第1週夕文書窮瀞瀞。

脚"I灘適職議熱$伽
妙階Ⅲプﾛﾗﾑの設計史料調査論

（鈴江）（渡辺）

｜幟-脚”
記録管理論

（作山）

官公庁文書の評価と移管

（戸島）

収集と受入埼玉県立文書館における史料管理

蛾箆)(識）（於・同館）（白田）

含特別織義後期第1週テーマ討論
淵）

“Ⅱm
10潮0~12$0613$05証4甥：
:｡｡ 、ミ品--.2.秒説･

妙階Ⅲプﾛﾗﾑの識I

（鈴江）

蕊
瞳
塑
繍
悪

"鍋|蝋鋤i職，
（安礁）

文書館の歴史

蕊譲
諄蕪織露_､

I:;；
9$80-10錨
:垂…_一塁‐』塁

ｵ･リエンテー

ション

Ⅲ
13;05～14520

Ⅳ燕
1,4:25…15t40

Ⅱ
to:50～1230(I

Ⅳ
M鋤i－1．5:40

1

9:8(ト1,0345

ぜ

8／29(月）7蕊4侭） 開聯式 オリエンテーション

…ピ…割|鰭識見・（森）

藤沢市文書館における史料管理

（於同館)(高野）

記録管理論

（作山）

珊上の文瞥館とアーキビストの役割

（森）
5:鯛 30㈹

‘ラ目・‐

ﾚー ﾄ雌愉

＄
地域社会と文智:館

(於･藤沢市文書髄)(高野）
31㈱6㈱ ﾚｰﾄ繩

許

7鈴
地域史料の収集と受入

倣崎玉鰄文誰箇)(紺#）

史料の利用と普及活動

（山田）
9／1鯛ﾚボー ﾄ準備

8鶴 垂．至鯛|史料管蕊学特別識義（馬淵）

文瞥館の法律問題

（井出）
前期第1週テーマ討論

チーフ・コーディネーター(CC):山mサブ・コーディネーター(SC):安産 CC:鈴江SC:渡辺

後期第2週｡毒建稗登型誇倒・鑑蕊述濤前期第2週●密建織諦の●

抑鍵:'1‘'Ⅳ譲隷雛
情報とコミュニケーション

（仲本）

IIn
史料整理と目鯛成の理儲

（安藤）

IIn"W"IW駕繍
鯉と目鯛成の理儲近世史料の整理と目録編成I

（安藤）（安藤・大友）

近世史料の盤理と目録編成Ⅱ（実習）
（大友福m)

幟｜”代畔'"鯉…編”（鈴江）

"鰯とｺﾝビﾕー，｜後雌魑ﾃーﾏ討慧（周防・山田）

ゞ､灘｜I1＃Ⅱ 識爵
識謹

茸
記録史料論総論

（丑木）
9灘5傷）7"11"

繍協,l転鞭鮒鮒謄”
近世史料論I(総論雑藩寺社の史料）

（大友）

古代中世史料論

(卿鰄州職柵)(賊）
通例 6㈹

淘捌 7對鯛 ﾚｰﾄ蝿ﾚー ﾄ刺；

8鮒｜文瞥餓とｺﾝｭーﾀ（周防・山田）

組織体と記録

（友安）

国立公文書館における史料管理

（於・同館）（小菅）
14縦

〔後期第3週テーマくりあげ〕

蕊|遊悩史料論n(村の史料）（森）

史 料 論 特 論

（高木）

’CC:大友SC:高木

CC:安藤SCs鈴江

後期第3週の識飽稗篝型誇倒の嬢序琴頚書前期第3週・識建織瀞〃。

鱗 xInlmIIv
蕊蕊

IIHIm Ⅳゞ鍵i:V
史料の劣化損侮の予防マイクロ写真の利用

（青木）（後藤）

劣化損傷史料の保存修復I
ﾚポー ﾄ繩

（宇佐美直八・宇佐美直秀・田中保）

劣化損傷史料の保存修復Ⅱ

(於・東京国立文化財研究所）(増田・坂本・稲葉）

V

9／212偶〉
近世史料論Ⅲ（町の史料）

（渡辺）

史料の劣化損傷の予防

（青木）
7／〔18鰯 ﾚボーﾄ準謄

|近…
蝿
｜遊興

近現代史料論I(行政の史料）

（鈴江）

羅蕊
19脚 13㈹ﾚｰﾄ繩 ﾚボー ﾄ繩

寒 “

、､

鋤代蝿爵H個人の岬）

(於・国会図謹官)(6職）

国立国会図書館における史料管理

（於・同館）（伊藤）
20鋼 14㈱

近現代史料論Ⅲ（民間の史料）

（丑木）

"""M|榊聡'過鱸，週ﾃーﾏ爾諭古）

錘㈱ 15鮒ﾚｰﾄ繩 15鮒敬老の日
･』3....~､:.､

繍蝿鱗の災諜対縦|鮒鵬蝿ﾃー潮．≦合討”（小川）

世珊上州細伺臘の雌｜）

（浅古）
22鋤

…へ

CC：丑木Sc：福田 CC:青木SC§山田

前期第4週 後期第4週

’
－7－

;#繍窃
塞弾

文瞥餅における史料保輔鋤

(青木）

史料の保存環境と劣ｲ躍鵜要因

(増田・坂本・稲葉）

～”麹

t罫蕪稗一
無3

欝’蜥弧｜､灘ii刈'揃訓溌轆､
研修レポ －卜の指

(史料館教官）

導と作成

秘 蕊、;X 簿諏
エー琴ざ込

＝

9/1銀〉

～轆噸

I．

研修レポートの指導と作成

(史料館教官）

齢，鰯
、

℃ Ⅱ Ⅲ ■晒匿蕊罰



…

<短期研修課程＞日程（新潟会場）

霧蕊蕊

蕊織瀧灘息‘"‐
現代の文書鎧とアーキピストの役割

閲薄式
（森）

近世史料鯖I（総議・町と村の史料）

（渡辺）

議篝篭偽$職蕊
記録史料詰捻話及び近現代史料證

（丑木）

譲蕊蕊慧
１

鍵鍵
近世史料詮11（尊藩史料）

（柵､I）

新潟県立文普伽における史料管理

（於‘岡伽）（替瀬）

率
鍵
辮 藤磯蝋臘|篭卑繍柵

鍵
休 日

研修レポー】，の指導と作成
〈史料館教官〕

一
九
九
三
年
（
平
成
三
）
年
一
月
二
四

日
か
ら
二
七
日
ま
で
の
四
日
間
、
高
山
市

郷
土
館
（
岐
阜
県
高
山
市
上
一
之
町
七
五

番
地
）
に
お
い
て
、
高
山
町
会
所
・
戸
長

役
場
文
書
（
仮
称
）
の
調
査
を
実
施
し
た
。

参
加
者
は
郷
土
館
か
ら
谷
畠
博
之
氏
・
政

井
陽
子
氏
、
当
館
か
ら
丑
木
幸
男
・
山
田

哲
好
・
大
友
一
雄
・
福
田
千
鶴
・
渡
辺
浩

一
の
五
名
で
あ
っ
た
。

本
史
料
群
は
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）

年
の
高
山
市
郷
土
館
開
館
に
伴
っ
て
、
高

山
市
役
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
近
世
高
山

町
会
所
以
来
の
史
料
群
の
う
ち
、
一
八
八

七
（
明
治
二
○
）
年
以
前
に
完
結
し
た
文

書
を
郷
土
館
へ
移
管
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
八
七
年
以
後
に
完
結
し
た
文
書
は
、

現
在
高
山
市
政
記
念
館
（
旧
高
山
町
役
場
）

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
目
録
と
し
て
は
、

「
郷
土
館
主
要
文
献
目
録
」
（
「
郷
土
館
報

す
み
な
わ
」
誠
、
一
九
五
五
年
）
が
あ
り
、

ま
た
明
治
前
半
期
の
も
の
に
つ
い
て
は

「
高
山
町
戸
長
役
場
文
書
」
（
「
岐
阜
県
史

料
調
査
報
告
書
」
七
、
一
九
八
六
年
）
が

あ
る
。

史
料
群
の
量
は
、
段
ボ
ー
ル
箱
で
一
四

史料所義

調査報告

蕊
密
局
山
町
会
所
・
戸
長
役
場
文
書

一
箱
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
願
書
留
」
「
町

年
寄
日
記
」
な
ど
二
○
箱
（
一
三
○
冊
）
、

「
宗
門
帳
」
六
五
箱
、
検
地
帳
な
ど
四
箱

（
五
五
冊
）
で
あ
り
、
残
り
一
一
七
箱
の

大
部
分
は
袋
入
り
の
い
わ
ゆ
る
一
件
文
書

で
あ
る
。

近
世
の
高
山
は
「
壱
之
町
村
」
「
弐
之

町
村
」
「
三
之
町
村
」
の
三
つ
の
組
合
町

に
わ
か
れ
、
各
「
町
村
」
に
そ
れ
ぞ
れ
世

襲
の
町
年
寄
が
存
在
し
た
。
町
年
寄
は
町

会
所
に
詰
め
て
執
務
を
行
い
、
そ
の
職
務

の
遂
行
に
か
か
わ
っ
て
作
成
・
保
管
さ
れ

て
き
た
も
の
が
本
史
料
群
の
近
世
部
分
で

あ
る
。
年
代
と
し
て
は
文
化
期
以
降
の
史

料
が
圧
倒
的
に
多
い
。
明
治
前
半
期
に
も

行
政
制
度
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
更
の
な
か

で
、
町
会
所
は
里
正
詰
所
、
区
会
所
、
戸

長
詰
所
、
高
山
町
扱
所
、
高
山
町
戸
長
役

場
と
名
称
を
変
更
し
つ
つ
も
機
能
し
つ
づ

け
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
史
料
群
は
内
容

と
し
て
は
多
岐
に
わ
た
り
、
飛
騨
地
域
研

究
の
基
礎
史
料
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
冊
子
や
袋
に

は
数
種
類
の
貼
紙
に
よ
る
番
号
が
付
与
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
番
号

高
山
市
郷
土
館
蔵

は
、
明
治
六
、
一
○
、
一
一
、
一
七
年
に

作
成
さ
れ
た
現
存
の
文
書
目
録
に
対
応
し

て
お
り
、
こ
と
に
明
治
六
年
目
録
に
よ
れ

ば
、
各
「
町
村
」
ご
と
に
皮
箪
笥
・
桐
箪

笥
や
長
持
に
分
類
・
収
納
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
保
管
容
器
は

一
部
が
現
存
し
て
い
る
（
郷
土
館
蔵
）
。

し
た
が
っ
て
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て

の
史
料
管
理
秩
序
の
変
化
を
解
明
す
る
史

料
学
的
研
究
に
は
ま
た
と
な
い
史
料
群
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

本
史
料
群
は
、
現
在
郷
土
館
の
書
庫

（
旧
商
家
の
土
蔵
）
二
階
の
木
製
棚
に
配

架
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
○
年
代
の
整
理

に
よ
っ
て
、
明
治
二
年
「
旧
高
山
町
諸

帳
簿
明
細
記
」
と
い
う
目
録
の
順
に
付
与

し
た
番
号
が
冊
子
や
袋
に
朱
書
さ
れ
て
お

り
、
概
ね
こ
の
番
号
順
に
段
ボ
ー
ル
箱
に

納
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
利
用
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。
町

会
所
日
記
、
願
書
留
、
宗
門
帳
な
ど
は
閲

覧
に
供
し
て
い
る
。
「
岐
阜
県
史
史
料

編
』
に
幾
つ
か
翻
刻
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、

研
究
者
等
の
利
用
も
少
な
く
な
い
。
当
館

自
身
も
日
記
・
願
書
留
は
す
で
に
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
り
収
集
・
公
開
し
て
い

る
。
し
か
し
、
大
部
分
を
占
め
る
袋
入
り

の
史
料
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
目
録
に
よ
っ

て
概
要
は
把
握
で
き
る
も
の
の
、
未
整
理

の
た
め
閲
覧
で
き
る
状
態
に
は
な
い
。
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以
上
の
状
況
か
ら
、
す
で
に
内
容
的
に

は
概
要
調
査
段
階
は
終
了
し
て
い
る
も
の

と
判
断
し
、
箱
単
位
に
担
当
者
を
決
め
一

点
ご
と
に
カ
ー
ド
を
取
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
場
合
枝
番
ｌ
孫
番
に
よ
り
史
料
相
互

の
物
理
的
位
置
関
係
を
記
録
し
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
毎
日
の
個
々
の
作
業

の
成
果
は
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
よ
り
参
加
者

全
体
に
共
有
化
を
は
か
り
、
史
料
群
の
階

層
構
造
の
把
握
を
意
識
し
た
整
理
作
業
を

行
う
こ
と
に
努
め
た
。

実
質
三
日
間
で
二
一
箱
を
整
理
し
、
一

○
二
四
点
の
史
料
の
カ
ー
ド
を
作
成
し
た
。

ま
た
、
明
治
六
年
目
録
の
記
載
を
基
軸
と

し
た
場
合
、
現
段
階
で
の
仮
説
的
目
録
編

成
は
、
大
項
目
と
し
て
町
会
所
、
壱
之
町

村
、
弐
之
町
村
、
三
之
町
村
、
戸
長
が
提

案
さ
れ
、
「
町
村
」
ご
と
の
中
項
目
を
皮

箪
笥
等
の
保
管
容
器
と
す
る
意
見
も
あ
っ

た
。
今
後
の
作
業
の
進
展
に
よ
っ
て
こ
の

仮
説
は
厳
し
く
検
証
さ
れ
、
修
正
が
加
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
今

後
の
課
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
①
本

史
料
群
自
体
の
分
析
に
よ
る
高
山
町
の
都

市
支
配
と
自
治
の
シ
ス
テ
ム
の
解
明
。
②

明
治
前
半
期
の
目
録
の
分
析
。
③
保
管
容

器
の
調
査
・
分
析
。
④
飛
騨
郡
代
文
書
、

町
年
寄
家
文
書
、
町
組
頭
文
書
、
高
山
祭

屋
台
組
文
書
な
ど
関
連
史
料
群
の
調
査
・

整
理
・
分
析
。
（
渡
辺
浩
二 ●

回
鬮
閏
閑
画
下
野
国
都
賀
郡
蜷
川
家
文
書

平
成
五
年
度
新
収
史
料
紹
介
鯛
師
謹
一
瞬
悩

本
文
書
群
は
蜷
川
親
治
氏
ご
夫
妻
（
埼

回
鬮
閏
周
回
遠
江
国
周
知
郡
森
町
村
意
向
を
受
け
て
、
事
前
調
査
を
数
度
行
わ
玉
県
入
間
郡
）
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
平
成

山
田
家
文
書
及
び
調
度
品
せ
て
い
た
だ
き
、
昨
年
三
月
二
三
日
に
搬
五
年
四
月
、
史
料
館
に
寄
贈
さ
れ
た
。
文

同
家
文
書
は
、
静
岡
県
周
知
郡
森
町
に
入
を
終
え
た
。
そ
の
主
な
も
の
は
、
食
器
書
の
保
管
場
所
は
蜷
川
節
子
氏
宅
（
大
阪

収
蔵
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
山
田
澄
一
氏
類
（
大
皿
、
角
皿
、
菓
器
、
膳
、
弁
当
箱
府
池
田
市
・
親
治
氏
の
妹
）
で
、
茶
色
の

が
東
京
へ
移
動
し
て
整
理
作
業
を
進
め
て
等
）
、
燭
台
、
手
燭
、
肘
掛
、
上
下
、
算
大
型
皮
カ
バ
ン
一
個
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。

お
ら
れ
た
が
、
同
氏
の
没
後
、
史
料
の
保
盤
の
他
、
長
刀
、
槍
、
鎖
帷
等
の
武
具
、
す
で
に
当
館
で
は
昭
和
四
九
年
度
、
旗

存
を
案
じ
て
夫
人
の
す
み
氏
か
ら
昭
和
五
及
び
屏
風
や
額
等
で
あ
る
。
食
器
類
は
専
本
家
文
書
の
所
在
調
査
の
一
環
と
し
て
、

六
年
度
に
大
半
を
寄
贈
い
た
だ
い
て
い
る
用
の
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
本
文
書
群
を
マ
イ
ク
ロ
収
集
し
た
（
本
誌

（
詳
細
は
本
誌
第
三
六
号
を
参
照
さ
れ
た
り
、
絵
柄
や
塗
り
が
優
れ
て
い
る
も
の
が
・
一
三
号
）
。
そ
の
経
緯
も
あ
り
、
こ
の
た

い
）
。
今
回
、
再
度
寄
贈
を
受
け
た
史
料
あ
る
。
長
刀
は
全
長
二
○
三
セ
ン
チ
、
刃
び
の
寄
贈
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

は
、
同
家
に
留
め
た
若
干
の
史
料
で
、
由
渡
り
三
九
セ
ン
チ
（
鞘
付
）
で
「
寛
文
三
蜷
川
家
の
系
図
に
は
、
物
部
守
屋
の
末

緒
書
写
、
諸
事
留
書
、
真
継
家
申
渡
、
鋳
年
八
月
日
」
「
武
蔵
守
藤
原
吉
門
」
の
銘
商
と
あ
り
、
室
町
期
に
興
隆
し
た
蜷
川
氏

物
師
職
座
法
之
徒
、
鋳
物
師
支
配
出
入
願
が
あ
る
。
ま
た
、
山
田
家
の
寛
政
期
の
当
の
系
統
に
連
な
っ
て
い
る
。
当
蜷
川
家
は

書
、
山
田
仁
平
書
状
、
東
海
道
人
物
志
、
主
周
蔵
は
書
画
人
で
も
あ
り
、
嫡
子
鉄
外
江
戸
時
代
に
、
初
代
親
煕
が
五
代
将
軍
徳

芥
子
園
画
伝
合
編
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
共
に
著
名
人
の
書
画
を
相
当
収
集
し
て
川
綱
吉
に
よ
っ
て
幕
府
右
筆
に
取
立
ら
れ

既
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
収
集
済
（
前
い
る
。
今
回
寄
贈
を
受
け
た
中
に
、
「
幕
た
の
に
始
ま
り
、
元
禄
十
一
年
八
月
下
野

掲
誌
参
照
）
で
あ
る
。
そ
の
他
に
、
家
相
末
の
三
筆
」
と
称
せ
ら
れ
、
渡
辺
華
山
や
国
都
賀
郡
に
采
地
五
百
石
を
得
た
。
右
筆

図
（
元
治
二
、
明
治
三
○
、
三
二
年
）
、
頼
山
陽
と
交
友
が
あ
っ
た
市
河
米
庵
の
額
は
世
襲
職
で
は
な
い
が
、
蜷
川
氏
は
幕
末

改
正
増
補
東
京
区
分
新
図
や
故
澄
一
氏
が
（
「
歌
介
」
）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
道
ま
で
右
筆
を
勤
め
た
希
有
な
家
で
あ
る
。

整
理
作
業
を
進
め
て
お
ら
れ
た
際
に
書
き
具
類
は
、
現
状
で
は
保
管
場
所
の
狭
院
さ
文
書
約
二
五
○
点
は
、
由
緒
書
・
系
図

留
め
た
メ
モ
や
原
稿
類
、
手
紙
の
控
、
さ
も
あ
っ
て
理
想
的
な
保
存
状
態
で
は
な
い
。
や
領
知
宛
行
状
な
ど
蜷
川
家
の
家
関
係
、

ら
に
蔵
書
で
ま
と
ま
り
の
あ
る
「
ｚ
ｇ
５
ｐ
巴
利
用
に
際
し
て
は
、
ま
ず
事
前
調
査
時
に
書
札
礼
書
・
下
馬
札
・
御
内
書
案
文
な
ど

の
①
。
腎
眉
豆
。
ご
画
魍
圃
旨
（
一
九
四
○
年
撮
影
し
た
写
真
を
提
供
し
た
い
。
史
料
と
の
右
筆
関
係
、
さ
ら
に
和
歌
集
・
短
冊
な

代
）
」
等
で
あ
る
。
併
せ
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
ど
を
主
な
構
成
と
す
る
。
他
に
、
中
世
文

一
方
で
、
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
調
末
筆
な
が
ら
寄
贈
い
た
だ
い
た
山
田
す
書
の
写
し
が
約
九
五
通
（
略
巻
子
仕
立
）

度
品
類
が
相
当
数
あ
り
、
史
料
と
一
括
し
み
氏
の
ご
好
意
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
あ
り
、
河
内
国
観
心
寺
文
書
と
上
野
国
山

て
保
存
・
利
用
を
望
ま
れ
た
す
み
氏
の
ご
る
次
第
で
あ
る
。
（
山
田
哲
好
）
名
八
幡
宮
文
書
で
あ
る
。
前
者
は
い
ず
れ

【
●
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も
大
日
本
古
文
書
「
観
心
寺
文
書
」
や

「
河
内
長
野
市
史
」
四
・
史
料
編
に
、
後

者
は
「
群
馬
県
史
」
中
世
編
六
・
七
に
収

録
さ
れ
て
い
る
。
本
文
書
が
蜷
川
家
に
伝

来
し
た
所
以
、
作
成
主
体
な
ど
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
の
趣
を
伝
え
る

か
な
り
良
質
な
写
し
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
の
文
書
は
、
四
九
年
度
の
調

査
で
マ
イ
ク
ロ
収
集
済
み
で
あ
る
が
、
和

歌
集
や
蜷
川
家
の
右
筆
と
し
て
の
由
緒
に

関
わ
る
下
馬
札
等
は
撮
影
か
ら
も
れ
て
い

た
。
こ
こ
に
文
書
群
の
全
容
が
閲
覧
利
用

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義
は
大
き
い
。

現
在
、
整
理
作
業
を
終
え
、
近
時
に
目

録
刊
行
の
予
定
で
あ
る
。
閲
覧
は
仮
目
録

に
よ
り
可
能
で
あ
る
が
、
原
文
書
は
綴
じ

切
れ
や
紙
継
ぎ
の
剥
離
が
ひ
ど
く
、
修
復

の
必
要
な
も
の
が
多
い
（
特
に
、
観
心
寺

文
書
や
山
名
八
幡
宮
文
書
）
。
そ
の
た
め
、

当
面
は
写
真
版
（
Ｐ
七
四
○
二
）
に
よ
る

閲
覧
と
し
、
原
文
害
の
閲
覧
を
希
望
す
る

場
合
は
事
前
連
絡
を
お
願
い
し
た
い
。
ま

た
、
系
図
四
点
は
蜷
川
節
子
氏
の
保
管
と

し
た
た
め
、
写
真
版
利
用
の
み
と
な
る
。

な
お
、
蜷
川
家
文
書
の
散
逸
を
心
配
し
、

当
館
へ
の
寄
贈
を
望
ま
れ
た
蜷
川
親
治
氏

は
、
文
書
の
受
け
入
れ
直
後
に
惜
し
く
も

他
界
さ
れ
た
。
史
料
保
存
機
関
の
責
務
を

痛
感
す
る
と
と
も
に
、
心
よ
り
ご
冥
福
を

お
祈
り
し
た
い
。
（
福
田
千
鶴
）●

⑦
繩
罷
銅
嶽
窪
認
木
山
家
文
書

一
九
八
二
年
か
ら
行
っ
て
い
る
天
領
天

草
郡
本
戸
組
大
庄
屋
木
山
家
文
書
の
第
九

次
収
集
で
あ
る
。
木
山
家
の
来
歴
及
び
木

山
家
文
書
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
本
誌

第
三
六
号
を
見
ら
れ
た
い
。

木
山
家
文
書
の
撮
影
は
、
今
回
を
も
っ

て
終
了
し
た
。
印
刷
物
な
ど
一
部
除
い
た

も
の
も
あ
る
が
、
一
応
網
羅
的
に
撮
影
し

た
筈
で
あ
る
。

今
回
撮
影
し
た
の
は
、
第
一
次
か
ら
第

八
次
ま
で
の
収
集
で
撮
影
漏
れ
と
な
っ
て

い
た
も
の
で
、
主
な
文
書
と
し
て
は
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
①
近
世
の
明
徳
寺

講
及
び
明
治
期
の
木
山
講
な
ど
講
関
係
の

金
銭
帳
簿
、
②
明
治
二
八
年
の
沈
没
軍
艦

引
揚
関
係
書
類
、
③
近
世
の
田
畑
売
渡
な

ら
び
に
借
用
関
係
の
証
文
控
帳
、
い
明
治

以
降
の
議
員
当
選
証
書
、
褒
賞
状
、
委
嘱

状
な
ど
。

木
山
家
文
書
の
撮
影
点
数
は
、
全
体
で

九
七
八
点
（
史
料
番
号
に
よ
る
。
実
数
は

こ
れ
を
か
な
り
上
回
る
）
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
七
七
リ
ー
ル
、
紙
焼
本
二
八
九
冊
と

な
っ
た
。
（
史
料
所
蔵
者
Ⅱ
本
渡
市
浜
崎

町
一
’
一
五
、
木
山
惟
彦
氏
。
撮
影
点
数

六
リ
ー
ル
、
二
八
六
二
コ
マ
）

⑦
霊
緬
銅
維
里
郡
古
沢
家
文
書
⑥
奉
権
媚
宝
蔵
保
管
文
書

大
里
郡
大
麻
生
村
（
現
、
埼
玉
県
熊
谷
本
文
書
は
近
世
三
木
町
の
惣
町
文
書
で

市
）
の
古
沢
家
文
書
は
一
九
五
二
年
に
古
あ
る
。
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
惣
年
寄
が

沢
善
文
氏
か
ら
譲
り
受
け
、
当
館
に
所
蔵
惣
町
文
書
を
保
管
し
て
い
た
が
、
秀
吉
の

し
た
が
、
一
九
八
一
年
に
残
り
の
史
料
を
高
札
を
根
拠
と
す
る
地
子
免
許
維
持
の
訴

埼
玉
県
立
文
書
館
に
寄
託
し
、
二
館
で
分
願
運
動
を
契
機
に
、
高
札
・
検
地
帳
・
地

有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
埼
玉
県
立
文
書
子
免
許
状
を
保
管
す
る
た
め
本
要
寺
境
内

館
寄
託
分
は
史
料
整
理
箱
九
○
箱
に
収
蔵
に
「
宝
蔵
」
が
元
禄
七
年
に
建
設
さ
れ
た
。

さ
れ
、
主
と
し
て
明
治
か
ら
昭
和
二
○
年
以
後
、
上
記
三
件
の
史
料
以
外
の
惣
町
文

代
ま
で
の
近
代
個
人
文
書
を
中
心
と
し
、
書
も
宝
蔵
に
蓄
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

古
沢
花
三
郎
・
善
文
の
活
動
を
伝
え
る
史
現
在
の
史
料
群
の
中
核
部
分
が
形
成
さ
れ

料
群
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
当
館
所
蔵
史
料
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、
毎
年
六

を
理
解
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
史
料
の
月
一
八
日
の
太
閤
・
東
照
宮
祭
り
と
共
に

マ
イ
ク
ロ
収
集
を
実
施
し
た
。
文
人
と
し
虫
干
の
行
事
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

て
活
躍
し
た
古
沢
よ
し
の
日
記
、
書
簡
、
こ
れ
は
現
在
も
継
続
し
て
い
る
。
本
史
料

古
沢
花
三
郎
の
履
歴
書
、
意
見
書
、
家
族
群
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
「
宝
蔵
虫

宛
の
書
簡
、
民
権
結
社
の
七
名
社
関
係
の
干
入
用
割
帳
」
三
一
冊
を
は
じ
め
と
す
る

書
簡
類
、
「
埼
玉
平
民
雑
誌
」
「
埼
玉
民
宝
蔵
及
び
保
管
文
書
の
管
理
に
か
か
わ
る

●

声
」
の
雑
誌
な
ど
を
撮
影
し
た
。
な
お
、
史
料
で
あ
り
、
史
料
保
存
管
理
史
研
究
に

古
沢
家
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
「
史
料
と
っ
て
希
有
の
史
料
群
と
い
う
べ
き
で
あ

館
所
蔵
史
料
目
録
」
第
五
六
集
を
参
照
さ
る
。
な
お
、
本
文
書
は
「
三
木
町
有
古
文

れ
た
い
。
（
現
蔵
者
Ⅱ
埼
玉
県
浦
和
市
高
書
」
（
永
島
福
太
郎
編
纂
責
任
、
一
九
五

砂
四
’
三
’
一
八
、
埼
玉
県
立
文
書
館
。
二
年
、
青
甲
社
）
に
部
分
的
に
翻
刻
さ
れ
、

収
録
点
数
四
九
○
点
、
一
二
リ
ー
ル
、
六
目
録
も
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
木
市

二
五
コ
マ
）
で
は
現
在
「
三
木
市
有
古
文
書
」
と
呼
ん

で
い
る
が
、
当
館
で
は
史
料
群
の
特
質
か

ら
表
記
の
史
料
群
名
を
付
し
た
。
（
現
蔵

者
Ⅱ
三
木
市
、
収
録
点
数
二
五
リ
ー
ル
一

二
、
九
一
一
コ
マ
）

●
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⑥
》
作
蠣
松
平
家
文
書
（
愛
山
文
庫
）

津
山
郷
土
博
物
館
所
蔵
松
平
家
文
書
を

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
に
よ
り
収
集
し

た
。
本
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ

る
収
集
は
、
昭
和
六
一
年
、
平
成
元
年
、

同
三
年
、
同
四
年
の
各
年
度
に
続
く
も
の

で
あ
り
、
特
別
研
究
「
近
世
史
料
の
古
文

書
学
的
研
究
」
に
よ
る
。
津
山
松
平
家
に

関
す
る
概
要
、
及
び
既
収
集
史
料
の
内
容

に
関
し
て
は
、
館
報
四
六
・
五
二
・
五
六
・

五
八
の
各
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。

今
回
収
集
の
も
の
は
、
松
平
家
文
書

「
国
元
日
記
」
の
う
ち
、
天
明
五
・
六
・

八
年
、
寛
政
元
～
四
年
、
同
一
○
～
一
二

年
、
文
化
三
～
四
年
の
簿
冊
一
八
冊
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
従
来
、
虫
損
等
か
ら
撮

影
不
能
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

裏
打
ち
に
よ
る
補
修
が
行
わ
れ
た
た
め
、

今
回
撮
影
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
結

果
、
「
国
元
日
記
」
は
、
元
禄
二
年
の

松
平
氏
入
封
以
降
文
政
年
間
ま
で
、
現
存

し
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
撮
影
し
た
こ
と

に
な
る
。
な
お
、
撮
影
史
料
は
紙
焼
の
う

え
、
す
べ
て
公
開
し
て
い
る
。

（
現
蔵
者
Ⅱ
津
山
郷
土
博
物
館
、
岡
山
県

津
山
市
山
下
九
二
。
収
録
点
数
八
リ
ー
ル
、

四
六
五
○
コ
マ
）

《

大
日
本
近
世
史
料
市
中
取
締
類
集
二
十
〔
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
〕

大
日
本
近
世
史
料
細
川
家
史
料
十
三
〔
同
右
〕

大
日
本
近
世
史
料
廣
橋
兼
胤
公
武
御
日
記

二
〔
同
右
〕

日
本
関
係
海
外
史
料
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
書
簡

集
訳
文
編
之
一
（
上
）
〔
同
右
〕

図
書
陵
叢
刊
夫
木
和
歌
抄
索
引
上
〔
宮
内

庁
書
陵
部
〕

図
書
陵
叢
刊
九
条
家
本
除
目
抄
下
〔
同
右
〕

公
文
書
館
実
態
調
査
一
覧
表
〔
東
京
都
港
区
総

務
部
〕

市
町
村
文
書
館
の
必
要
性
と
そ
の
役
割
〔
太
田

富
康
〕

埼
史
協
の
活
動
と
今
後
の
展
望
〔
同
右
〕

博
物
館
学
概
読
〔
源
流
社
〕

資
料
館
十
年
の
歩
み
〔
本
渡
市
立
歴
史
民
俗
資

料
館
〕

柳
沢
文
庫
三
十
年
の
あ
ゆ
み
〔
柳
沢
文
庫
保
存

今
云
〕

憲
政
記
念
館
の
二
十
年
〔
衆
議
院
憲
政
記
念
館
〕

図
録
「
浮
世
絵
の
中
の
団
十
郎
」
〔
成
田
山
盆

光
館
〕

明
治
大
学
刑
事
博
物
館
資
料
第
皿
集

浅
草
寺
日
記
第
喝
巻
〔
金
龍
山
浅
草
寺
〕

喜
多
院
日
鑑
第
五
巻
〔
文
化
書
院
〕

受

贈

図
書
平
成
四
年
度

愛
知
の
キ
リ
ス
ト
教
〔
新
教
出
版
社
〕

近
世
幕
府
の
古
文
書
学
的
研
究
〔
加
藤
秀
幸
〕

洋
学
資
料
に
よ
る
日
本
文
化
史
の
研
究
Ｖ
〔
吉

備
洋
学
資
料
研
究
会
〕

楽
し
み
草
子
～
資
料
で
見
る
歴
史
～
〔
海
老
澤

利
親
〕

会
員
名
簿
平
成
四
年
度
〔
霞
会
館
〕

米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
〔
北
九

州
大
学
外
国
語
学
部
〕

倭
乱
（
ウ
ェ
ラ
ン
）
〔
大
阪
人
権
資
料
館
〕

広
島
経
済
大
学
研
究
叢
書
第
８
．
９
冊
〔
広

島
経
済
大
学
地
域
経
済
研
究
所
〕

「
イ
リ
ュ
ス
ト
ラ
シ
オ
ン
」
日
本
関
係
記
事
集

第
三
巻
〔
横
浜
開
港
資
料
館
〕

社
会
文
学
一
九
二
○
年
前
後
〔
不
二
出
版
〕

統
計
資
計
脆
“
～
媚
（
大
正
八
年
会
社
統
計
表

Ｉ
～
Ⅲ
）
〔
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経

済
統
計
情
報
セ
ン
タ
ー
〕

神
奈
川
大
学
史
資
料
集
第
八
集
〔
神
奈
川
大

学
〕

神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
論
集
４
．

Ｆ
片
畢
》
●
”
”
’
，
●
。
〔
Ｕ

暮
ら
し
の
中
の
古
文
書
〔
吉
川
弘
文
館
〕

幕
末
農
政
論
争
の
一
重
要
史
料
〔
小
室
正
紀
〕

幕
末
地
域
社
会
と
慶
応
義
塾
〔
同
右
〕

富
士
市
史
資
料
目
録
第
３
輯
〔
富
士
市
〕

(四）

b

富
山
県
公
文
書
館
文
書
目
録
歴
史
文
書
七

河
野
文
庫
目
録
〔
金
沢
市
立
図
書
館
〕

金
沢
市
立
図
書
館
所
蔵
絵
図
・
地
図
目
録

横
山
家
資
料
目
録
〔
高
知
市
民
図
書
館
〕

岩
木
擴
文
庫
調
査
目
録
〔
（
新
潟
県
）
金
井
町

教
育
委
員
会
〕

五
郎
兵
衛
新
田
古
文
害
目
録
第
５
集
〔
（
長

野
県
）
浅
科
村
教
育
委
員
会
〕

三
宅
家
文
書
目
録
〔
岐
阜
県
歴
史
博
物
館
〕

岐
阜
県
所
在
史
料
目
録
第
釦
集
〔
同
右
〕

岐
阜
県
史
料
調
査
報
告
書
第
過
号
〔
同
右
〕

三
重
県
史
資
料
調
査
報
告
書
Ⅶ
〔
三
重
県
総

務
部
学
事
文
書
課
〕

山
城
国
綴
喜
郡
八
幡
正
法
寺
古
文
書
目
録
〔
京

都
府
立
山
城
郷
土
資
料
館
〕

大
阪
市
行
政
刊
行
物
目
録
平
成
３
年
度
版

〔
大
阪
市
公
文
書
館
〕

加
古
川
市
史
編
集
資
料
目
録
集
喝
・
略
〔
加

古
川
市
〕

姫
路
市
史
編
集
資
料
目
録
集
皿
〔
姫
路
市
教

育
委
員
会
事
務
局
市
史
編
集
室
〕

談
山
神
社
文
化
財
目
録
美
術
工
芸
・
文
書
篇

〔
談
山
神
社
文
化
財
調
査
委
員
会
〕

雲
樹
寺
所
蔵
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
〔
島
根
県

教
育
委
員
会
〕

出
雲
市
立
図
書
館
旧
役
場
文
書
目
録

広
島
市
公
文
書
館
所
蔵
資
料
目
録
第
ｕ
集

蜂
須
賀
家
文
書
マ
イ
ク
ロ
目
録
〔
徳
島
県
立
図

書
館
〕

大
村
市
立
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
続
編
一
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滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
所
蔵
史
料
目

録
第
四
十
・
四
十
一
集

郷
土
資
料
室
所
蔵
史
料
目
録
四
〔
目
黒
区
守
屋

教
育
会
館
郷
土
資
料
室
〕

小
樽
商
科
大
学
経
済
研
究
所
特
殊
文
献
目
録
８

札
幌
大
学
図
書
館
蔵
書
目
録
第
５
巻

札
幌
市
中
央
図
書
館
蔵
書
目
録
第
ｕ
・
吃
巻

諸
家
文
書
目
録
Ⅷ
〔
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
〕

山
形
県
立
図
書
館
所
蔵
逐
次
刊
行
物
目
録
平

成
３
年
吃
月
釦
日
現
在

（
蔵
書
目
録
第
誕
集
）
増
加
図
書
目
録
平

成
元
年
度
〔
福
島
県
立
図
書
館
〕

群
馬
県
立
文
書
館
収
蔵
文
書
目
録
、

群
馬
県
行
政
文
書
件
名
目
録
第
５
集
〔
群
馬

県
立
文
書
館
〕

大
間
々
町
誌
「
基
礎
資
料
Ⅱ
」
〔
（
群
馬
県
）

大
間
々
町
史
刊
行
委
員
会
〕

秩
父
地
方
歴
史
資
料
所
在
調
査
報
告
書
〔
埼
玉

県
立
博
物
館
〕

埼
玉
資
料
年
報
平
成
２
年
度
〔
埼
玉
県
立
浦

和
図
書
館
・
埼
玉
県
立
熊
谷
図
書
館
〕

町
田
市
小
野
路
地
区
文
化
財
調
査
報
告
（
上
）

古
文
書
・
歴
史
資
料
編
〔
東
京
都
教
育
庁
生

涯
学
習
部
文
化
課
〕

曹
洞
宗
宗
宝
調
査
目
録
解
題
集
１
東
海
管
区

編
〔
曹
洞
宗
宗
務
庁
〕

東
京
大
学
経
済
学
部
所
蔵
〈
続
〉
浅
田
家
文
書

仮
目
録
〔
東
京
大
学
経
済
学
部
図
書
館
文
書

室
〕

横
浜
市
史
料
所
在
目
録
第
廻
集
補
遺
編
２

〔
横
浜
開
港
資
料
館
〕

品
川
歴
史
館
資
料
目
録
民
俗
資
料
編
⑪
〔
品

川
区
立
品
川
歴
史
館
〕

静
岡
県
立
中
央
図
書
館
新
聞
雑
誌
目
録
平
成

３
年
新
版

沼
津
市
立
明
治
史
料
館
史
料
目
録
旭

小
山
町
史
資
料
所
在
目
録
第
Ｍ
・
賜
集
〔
（
静

岡
県
）
小
山
町
〕

春
野
町
史
史
料
所
在
目
録
第
３
集
〔
春
野
町

史
編
さ
ん
委
員
会
〕

神
宮
文
庫
増
加
図
書
目
録
第
五
冊

京
都
府
資
料
目
録
追
録
恥
８
〔
京
都
府
立

総
合
資
料
館
〕

大
谷
大
学
雑
誌
新
聞
所
蔵
目
録
〔
大
谷
大
学
図

書
館
〕

大
阪
府
立
岸
和
田
高
等
学
校
和
漢
書
目
録
・

（
同
）
追
補
〔
大
阪
府
立
岸
和
田
高
等
学
校
〕

収
蔵
品
図
録
Ⅳ
伝
統
染
・
織
物
〔
大
谷
女
子

大
学
資
料
館
〕

大
阪
府
立
中
之
島
・
夕
陽
丘
図
書
館
増
加
図
書

書
名
累
積
索
引
第
１
～
５
巻
〔
大
阪
府

立
中
之
島
図
書
館
〕

大
阪
府
立
中
之
島
・
夕
陽
丘
図
書
館
増
加
図
書

目
録
平
成
２
年
度
〔
同
右
〕

大
阪
府
立
夕
陽
丘
図
書
館
増
加
図
書
書
名
累
積

索
引
昭
和
印
・
平
成
２
年
度
〔
同
右
〕

鳥
取
県
立
博
物
館
所
蔵
目
録
虹

資
料
調
査
報
告
書
第
十
九
集
〔
鳥
取
県
立
博

物
館
〕

山
口
県
文
書
館
地
方
調
査
員
調
査
報
告
⑬

○
史
料
の
収
集

本
年
度
は
、
昭
和
五
三
年
に
文
書
の
寄
贈
を

受
け
た
遠
江
国
周
知
郡
山
田
家
に
こ
れ
ま
で
残

さ
れ
て
い
た
文
書
と
調
度
品
な
ど
の
追
加
寄
贈

を
受
け
、
加
え
て
昭
和
四
九
年
に
マ
イ
ク
ロ
収

山
口
県
文
書
館
収
蔵
文
書
仮
目
録
、

山
口
県
文
書
館
蔵
行
政
資
料
目
録
一
九
四

○
年
代
・
一
九
五
○
年
代

柳
川
古
文
書
館
史
料
目
録
第
５
集
〔
九
州
歴

史
資
料
館
分
館
柳
川
古
文
書
館
〕

熊
本
研
究
文
献
目
録
人
文
編
Ｉ
〔
熊
本
県
企

画
開
発
部
文
化
企
画
室
〕

風
雪
七
十
年
留
寿
都
村
小
史
〔
中
井
信
彦
〕

北
上
市
文
化
財
調
査
報
告
第
師
～
弱
・
田
・

他
・
“
・
砺
集
〔
北
上
市
教
育
委
員
会
〕

北
上
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
第
１
集
〔
同

右
〕

和
賀
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
ｕ
・
妬
・
羽

集
〔
（
岩
手
県
）
和
歌
町
教
育
委
員
会
〕

仙
台
の
遺
跡
〔
仙
台
市
教
育
委
員
会
〕

鹿
角
市
史
資
料
編
第
二
十
四
集

天
童
市
史
下
巻

米
沢
市
史
（
編
集
）
資
料
第
二
十
四
号

田
島
町
文
化
財
調
査
報
告
書
第
十
集
〔
（
福

島
県
）
田
島
町
教
育
委
員
会
〕

柴
田
方
庵
目
録
三
〔
日
立
市
郷
土
博
物
館
〕

（
以
下
次
号
）

■

集
し
た
下
野
国
都
賀
郡
蜷
川
家
文
書
の
寄
贈
が

あ
っ
た
。

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
史
料
の
収
集
は
、

肥
後
国
天
草
郡
本
戸
組
大
庄
屋
木
山
家
文
書
、

武
蔵
国
大
里
郡
大
麻
生
村
古
沢
家
文
書
、
播
磨

国
三
木
町
宝
蔵
保
管
文
書
に
つ
い
て
実
施
し
、

特
別
研
究
「
近
世
史
料
の
古
文
書
学
的
研
究
」

に
よ
っ
て
美
作
国
津
山
松
平
家
文
書
の
撮
影
も

行
っ
た
。
各
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
本
号

「
新
収
史
料
紹
介
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

○
史
料
の
所
在
調
査

本
年
度
は
、
松
江
藩
郡
奉
行
所
文
書
（
伝

「
御
徒
文
書
」
）
と
飛
騨
国
大
野
郡
高
山
町
会
所
・

戸
長
役
場
文
書
（
本
号
「
史
料
所
在
調
査
報
告
」

を
参
照
）
の
二
件
に
つ
い
て
実
施
し
た
。

○
史
料
保
存
機
関
事
務
連
絡
及
び
調
査

次
の
機
関
を
対
象
に
実
施
し
た
。
北
海
道
立

文
書
館
・
北
海
道
立
図
書
館
（
二
月
八
日
～
一

○
日
、
藁
谷
（
深
川
）
美
枝
子
）
、
京
都
府
立

総
合
資
料
館
（
三
月
一
○
日
～
二
日
、
藁
谷

美
枝
子
）
沖
細
県
立
図
書
館
（
三
月
一
四
日
～

一
五
日
、
林
宏
保
）

○
評
議
員
会
と
運
営
協
議
会
の
開
催

平
成
六
年
三
月
一
七
日
に
評
議
員
会
が
、
平

成
五
年
一
○
月
六
日
・
平
成
六
年
三
月
八
日
に

運
営
協
議
会
が
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
管
理
運
営

の
概
況
、
平
成
六
年
度
事
業
計
画
、
教
官
人
事

等
の
議
事
が
評
議
な
い
し
協
議
さ
れ
た
。

○
出
版
物
の
刊
行

１
「
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
」
第
六
○
集
と
し

－12－

柔

報



平成5年度（通算第39回）史料管理学研修会修了者一覧

1

一

－13－

森田恵美
(東京女子医科大学）

山崎一郎
(山口県文書館）

横山功

(立命館大学図書館）

木 下 英 明
(茨城県立歴史館）

大久保雅央
(泉大津市史糧纂室）

森田文子

(熊本県立図書館）

松井恵美子
(福岡県立図書館）

佐 藤 晃 洋

(大分県教育庁文ｲ既）

井上真琴
(同志社大学学術情

報センター）

大賀税
(西宮市行政資料課）

福重綾子
(西宮市行政資料課）

秋 宗 正 男
(高野山大学図書館）

田 中 利 生

(龍谷大学ﾒ宮図書館）

斎藤智
(徳島県立文書館）

大 塚 陽 子
(三井文庫）

川田英津子
(学習院大学史料館）

印牧 信 明
(福井市史編纂室）

伊藤太

(京都府立丹後郷土

資料館）

中 西 幸 子
(京都大学人文科学

研究所）

秦 野 智 世

(京都大学附属図瞥館）

高 井 ま な

(京都大学医学部）

那須浩子

(大谷女子大学図杏館）

橋 上 猛 雄

(“山種育委員会）

柳 川 幸 子
(1越教育大学大学院）

小岩弘明
(一関市教育委員会）

福 原 章 浩

(静岡県教育委員会）

黒 川 孝 宏
(亀岡市文化資料館）

東京女子医科大学史料室における史料管理の現

状とその課題

村役人による文書の作成と管理

一長州藩領を事例として－

学内文書と図書館所蔵資料

阿見町湯原正雄家文書調査について

大阪府下の自治体史編纂室における史料目録作

成の現状と課題

熊本県立図書館の古文書収集について

福岡県立図書館における近現代史料の収集につ

いて－その現状と課題一

大分県における史料保存利用の現状と可能性

大学図書館における史・資料の保存管理一その

現状と課題一

西宮市における歴史資料の管理・保存とその問

題点

西宮市における行政文書の収集と整理について

和歌山県伊都郡かつらぎ町天野に於ける近世文

書発生の一例一文化十五年「幣之坊火傷日記」

より－

仏教古文書の扱いについて

徳島県立文書館における県関係公文書の収集管

理について

三井文庫における資料のマイクロ化

近世状型文書の形態表示について

-武蔵国秩父郡上名栗村町田家文書を素材として一

寺院文書の概要調査を終えて

丹後所在の中世文書一展示を通して考える－

大学図書館における史料の保存について－特に

話題のマイクロフイルムの保存について－

京都大学附属図書館の貴重資料の現状について

大学図書館の史料管理の現状と問題点：京都大

学附属図書館を事例として

大谷女子大学図書館に於ける現状と課題

大阪狭山市における公文書館的機能の充実への

試み

新井市の古文書の現状について

町史編纂と古文書一ある町を例とする史料の変

転と保存一

史料管理学と学校教育の果すべき役割

郷土資料の保存・活用とその課題一亀岡市文化

資料館の事例を中心に－

名 前 レポート題目

[長期研修課程］

長谷川由美子
(国立音楽大学附属

図書館）

田 中尚

(群馬県立文害館）

最上登

(立教大学図書館）

高野栄美
(柏市教育委員会）

五島敏芳
(学習院大学大学院）

相 京 眞澄

(千葉県文書館）

大野光正
(中央学術研究所）

倉持 美樹
(所沢市教育委貝会）

小森 治夫

(京都府立縫合資料館）

篠原茂弥
(東京大学附属図脊館）

長澤洋
(広島県立文書館）

木村隆子

(東京学芸大学附属

図書館）

石川佳世

(石水博物館）

谷本晃久
(学習院大奉院）

藤責久美子
(学習院大詩学院）

[短期研修課程］

阪本正彦
(三重県学事文書課）

御手洗清
(福岡市教育委員会）

高橋正雄

(阪急電鉄史料管理室）

山本幸俊
(新潟県立文書館）

和田義久
(枚方市市民情報課）

池田治司
(大阪商業大学）

手塚公子

(住友史料館）

三輪由美 子

(愛知県公文寄館）

亀岡 哲也

(近江八幡市教育委

員会）

柳沢芙美子
(福井県県史煽纂課）

同ウ音楽大学附属図書館における「竹内道敬寄

託文庫」の保存、目録、利用について－錦絵目

録を中心に－

群馬県立文書館における未整理文書の保存状態

調査

組織体史製作に伴う諸問題について

柏市域近世村落における文書管理一旧大室村村

方近世後期の文書管理一

現状記録の意義に関する一考察一山梨県山梨市

下神内川区有文書の場合

近世史料整理におけるいわゆる‘‘史料カード”

の諸問題

立正佼成会史料管理の確立に向けて

地域文書館における展示

京都府における行政文書の引継移管と評価選別

労働組合の記録管理論

広島県立文書館におけるコンピュータ利用とそ

の問題点

往来物の保存対策に向けて

－東京学芸大学附属図書館望月文庫往来物の現

状調査一

石水博物館における史料管理の現状と課題

幕末期蝦夷地御用所の構造的検討

－「御用状」と「土人印鑑」一

書籍史料調査の理論と方法

一上総国山辺郡田中村桜井家文書の調査報告一

三重県史編さんにおける史料調査の現状と課題

福岡市の公文書館構想について

未来に残す会社の足跡

学校史料の保存と活用にむけて

－新潟県の事例より－

枚方市における史料保存の展開

大阪商業大学商業史研究所における古文書整理

方法の改善点について

一藤田村文書の整理を通して一

レファレンス業務及びファイリングについて

愛知県における史料所在調査について

自治体をいかに史料保存と取り組みさせるのか

旧町村役場文書目録作成のための予備的作業

－福井県史旧町村役場文書調査の概要と簿冊の

分野別残存状況一



て
「
越
後
国
頚
城
郡
岩
手
村
佐
藤
家
文
書
目

録
（
そ
の
四
）
」
を
刊
行
し
た
。

２
「
史
料
館
研
究
紀
要
」
第
二
五
号
を
刊
行
し

た
。
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

近
世
の
在
方
町
と
地
域
社
会
ｌ
摂
津
国
茨
田

郡
守
口
の
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
渡
辺
浩
一

江
戸
時
代
前
期
の
政
治
課
題
ｌ
「
御
救
」
の

転
換
過
程
Ｉ
福
田
千
鶴

戸
長
役
場
史
料
論
（
二
）
丑
木
幸
男

「
御
用
留
」
の
性
格
と
内
容
（
六
）
ｌ
武
州

荏
原
郡
上
野
毛
村
「
御
用
留
」
の
検
討
ｌ

森
安
彦

〈
史
料
紹
介
〉
岡
谷
文
書
ｌ
幕
末
明
治
書
翰

類
Ｉ
（
二
）
原
島
陽
一
・
松
尾
正
人

３
「
史
料
館
報
」
第
五
九
号
（
九
月
刊
）
、
第

六
○
号
（
本
号
）
を
刊
行
。

○
平
成
五
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会
修
了
証
書

の
授
与

所
定
の
教
科
目
を
履
修
し
、
レ
ポ
ー
ト
審
査

に
合
格
し
た
方
々
に
修
了
証
書
を
授
与
し
た
。

そ
の
方
々
の
氏
名
（
所
属
）
、
レ
ポ
ー
ト
題
名

は
、
本
号
「
平
成
五
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会

修
了
者
一
覧
」
に
掲
げ
た
。

○
平
成
六
年
度
史
料
管
理
学
研
修
会
（
通
算
四

○
回
）
の
開
催
予
定

平
成
六
年
度
の
研
修
会
は
、
本
号
「
史
料
管

理
学
研
修
会
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
再
編
成
に
つ
い

て
」
に
あ
る
通
り
の
日
程
・
内
容
で
の
開
催
を

予
定
し
て
い
る
。
追
っ
て
募
集
要
項
を
関
係
機

関
に
配
布
す
る
。
関
係
機
関
か
ら
の
募
集
要
項

の
入
手
が
難
し
い
場
合
は
史
料
館
事
務
室
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
研
修
会
の
募
集
締
め
切
り

は
長
期
研
修
課
程
五
月
一
三
日
（
金
）
、
短
期

研
修
課
程
六
月
一
○
日
（
金
）
で
あ
る
。

○
館
内
研
究
会

．
三
三
回
］
平
成
五
年
一
○
月
二
一
日

逐
次
刊
行
物
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て

藁
谷
美
枝
子
・
大
貫
真
理
・
高
橋
真
理
・
三

上
淳
子
・
渡
辺
（
大
場
）
菊
乃

［
一
三
四
回
］
平
成
五
年
二
月
二
五
日

ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
問
題
に
つ
い
て鈴

江
英
一

［
一
三
五
回
］
平
成
五
年
一
二
月
二
一
日

「
史
料
館
所
蔵
史
料
要
覧
（
仮
称
）
」
の
中

間
検
討
要
覧
委
員
会

［
一
三
六
回
］
平
成
六
年
一
月
六
日

被
災
史
料
の
救
助
法
ｌ
草
加
市
、
西
那
須
野

町
郷
土
資
料
館
の
事
例
か
ら
Ｉ
青
木
睦

［
一
三
七
回
］
平
成
六
年
一
月
一
三
日

文
献
資
料
学
の
課
題
網
野
善
彦

（
神
奈
川
大
学
短
期
大
学
部
教
授
）

［
一
三
八
回
］
平
成
六
年
三
月
一
五
日

イ
ギ
リ
ス
の
公
文
書
館
制
度
に
つ
い
て

Ａ
・
Ｐ
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ

（
琉
球
大
学
助
教
授
）

○
人
事

・
定
年
退
官
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
付
）

教
授
鶴
岡
実
枝
子

・
新
任
（
平
成
五
年
四
月
一
日
付
）

事
務
補
佐
員
大
貫
真
理

同
三
上
淳
子

・
退
職
（
平
成
六
年
三
月
二
九
日
付
）

事
務
補
佐
員
三
上
淳
子

・
平
成
六
年
三
月
二
五
日
付
で
当
館
丑
木
幸
男

教
授
に
筑
波
大
学
よ
り
博
士
（
文
学
）
の
学
位

が
授
与
さ
れ
た
。
学
位
請
求
論
文
は
「
石
高
制

確
立
と
在
地
構
造
Ｉ
上
州
沼
田
藩
を
事
例
と
し

て
ｌ
」
で
あ
る
。

○
史
料
館
教
官
研
究
・
教
育
活
動
一
覧
（
平
成

五
年
一
～
一
二
月
に
発
表
の
も
の
。
た
だ
し
、

大
学
出
講
は
平
成
五
年
度
）

①
森
安
彦

・
監
修
・
共
編
著
「
世
田
谷
区
教
育
史
」
資
料

編
六
（
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
一
九
九
三

年
三
月
）

・
監
修
・
共
編
著
「
古
文
書
を
読
む
ｌ
解
読
実

践
コ
ー
ス
」
（
日
本
放
送
協
会
学
園
、
四
月
）

・
共
編
著
「
世
田
谷
区
史
料
叢
書
」
第
八
巻

（
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
、
三
月
）

・
論
文
「
「
御
用
留
」
の
性
格
と
内
容
（
五
）
ｌ

武
州
荏
原
郡
上
野
毛
村
「
御
用
留
」
の
使
討
ｌ
」

二
史
料
館
研
究
紀
要
」
第
二
四
号
、
一
九
九

三
年
三
月
）

・
論
文
「
武
蔵
野
風
土
記
ｌ
御
門
訴
口
ｌ
」

二
季
刊
武
蔵
野
」
第
二
二
号
、
武
蔵
野
市
、

三
月
）

・
論
文
「
大
塩
平
八
郎
の
乱
」
（
「
日
本
歴
史
館
』

所
収
、
小
学
館
、
一
二
月
）

・
論
文
「
「
天
保
水
瀞
伝
」
の
世
界
」
（
右
同
）

・
座
談
会
「
戦
後
地
方
史
の
う
ね
り
ｌ
自
治
体

。

史
の
今
後
を
見
す
え
て
ｌ
」
〈
永
原
慶
二
・

西
垣
晴
次
・
所
理
喜
夫
・
北
原
進
の
諸
氏
〉

（
東
京
都
大
田
区
、
大
田
区
史
研
究
「
史
誌
」

第
三
八
号
、
八
月
）

・
編
著
「
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
五
十
九
集

信
濃
国
松
代
真
田
家
文
書
目
録
」
（
そ
の
六
）

（
三
月
）

・
講
演
「
「
近
世
の
村
の
生
活
」
史
料
ｌ
江
戸

を
生
き
た
庶
民
の
一
生
ｌ
」
（
群
馬
県
立
文

書
館
主
催
、
長
期
古
文
書
解
読
講
座
、
一
月

一
七
日
）

・
講
演
「
大
塩
平
八
郎
と
民
衆
」
（
大
阪
人
権

歴
史
資
料
館
・
大
塩
事
件
研
究
会
主
催
大
塩

平
八
郎
生
誕
二
百
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
三

月
一
三
日
）

・
講
演
「
古
文
書
か
ら
み
た
村
人
の
一
生
」

（
日
本
放
送
協
会
学
園
主
催
、
広
島
県
立
文

書
館
、
四
月
一
○
日
、
の
ち
要
旨
は
同
学
園

「
古
文
書
通
信
」
第
一
八
号
に
所
収
、
八
月

二
○
日
発
行
）

・
講
演
「
古
文
書
を
読
む
魅
力
」
（
牛
久
市
・

同
教
育
委
員
会
主
催
、
二
月
一
四
日
）

・
講
演
「
「
里
正
日
誌
」
の
世
界
ｌ
幕
末
維
新

の
東
大
和
ｌ
」
（
東
大
和
市
史
講
演
会
、
一

○
月
三
○
日
）

．
講
義
「
古
文
書
の
収
集
・
整
理
」
（
国
立
公

文
書
館
主
催
、
第
六
回
公
文
書
館
等
職
員
研

修
会
、
二
月
一
八
日
）

・
報
告
「
民
具
と
文
書
の
悉
皆
調
査
と
そ
の
保

存
ｌ
東
京
都
武
蔵
野
市
の
場
合
ｌ
」
（
全
国
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歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
関
東

部
会
、
九
月
二
七
日
）

・
大
学
出
講
上
智
大
学
文
学
部
・
同
大
学
院

古
文
書
学

②
山
田
哲
好

・
論
文
「
史
料
管
理
学
に
関
す
る
文
献
情
報
の

収
集
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
に
つ
い
て
の
基

礎
的
研
究
」
［
平
成
四
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
（
一
般
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
］

（
一
九
九
三
年
三
月
）

・
講
演
「
史
料
の
整
理
・
保
存
・
管
理
と
そ
の

利
用
」
（
小
山
市
立
博
物
館
古
文
書
講
習
会
、

二
月
七
日
）

・
報
告
「
「
近
世
・
近
代
史
料
目
録
総
覧
」
に

つ
い
て
」
（
第
一
六
回
日
本
索
引
家
協
会
研

究
大
会
、
七
月
一
○
日
）

・
報
告
「
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｃ
（
Ａ
Ｍ
Ｃ
）
と
史
料
館
の

史
料
所
在
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
（
研
究
集
会

「
歴
史
研
究
と
電
算
機
利
用
」
、
九
月
一
九
且

・
講
演
「
史
料
の
保
存
と
管
理
に
つ
い
て
」

（
茨
城
県
立
歴
史
館
主
催
市
町
村
史
料
保
存

関
係
者
研
修
会
、
一
○
月
二
八
日
）

・
大
学
出
講
立
正
大
学
博
物
館
実
習

③
福
田
千
鶴

・
編
集
「
福
岡
県
史
」
通
史
編
福
岡
藩

文
化
（
上
）
、
一
九
九
三
年
三
月

・
論
文
「
黒
田
騒
動
」
一
～
五
（
「
新
博
多
学
」

朝
日
新
聞
福
岡
県
版
、
一
九
九
三
年
四
月
二

四
日
～
五
月
二
九
日
）

・
論
文
「
主
君
の
「
器
用
」
と
譜
代
主
従
制
の

論
理
ｌ
「
三
河
物
語
」
を
素
材
と
し
て
ｌ
」

（
「
近
世
日
本
の
政
治
と
外
交
」
雄
山
閣
出

版
、
一
九
九
三
年
十
月
）

・
報
告
「
貝
原
益
軒
と
福
岡
藩
の
知
行
制
」

（
近
世
村
落
史
研
究
会
、
一
九
九
三
年
七
月

一
七
日
）

④
鈴
江
英
一

・
論
文
「
「
北
海
道
一
級
町
村
制
」
小
考
ｌ

「
町
村
制
」
各
条
項
と
の
比
較
を
中
心
に
ｌ
」

（
旭
川
市
「
旭
川
研
究
」
第
四
号
、
一
九
九

三
年
三
月
）

・
評
論
「
公
文
書
館
法
の
問
題
点
を
増
幅
し
た

「
報
告
書
」
」
（
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機

関
連
絡
協
議
会
「
会
報
」
恥
二
八
、
一
九
九

三
年
九
月
）

・
講
義
「
史
料
の
整
理
Ⅱ
理
論
と
実
務
」

（
北
海
道
立
文
書
館
文
書
等
保
存
利
用
機
関
・

団
体
等
職
員
研
修
会
、
二
月
二
四
日
）

・
講
義
「
文
書
館
の
業
務
」
（
全
国
歴
史
資
料

保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
研
修
会
、
一
○

月
一
三
日
）

・
講
義
「
公
文
書
館
法
と
地
方
自
治
体
」
（
群

馬
県
立
文
書
館
公
文
書
・
記
録
保
存
専
門
講

座
、
一
○
月
二
六
日
）

・
報
告
「
自
治
体
史
の
な
か
の
キ
リ
ス
ト
教
史
ｌ

札
幌
市
史
の
経
験
を
中
心
に
ｌ
」
（
日
本
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
第
五
○
三
回
例
会
、

一
二
月
四
日
）

⑤
大
友
一
雄

・
編
著
「
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
五
八
集

尾
張
国
知
多
郡
半
田
村
中
埜
半
左
衛
門
家
文

書
」
（
一
九
九
三
年
三
月
）

．
「
日
本
歴
史
館
」
（
分
担
執
筆
）
（
小
学
館
、

一
九
九
三
年
一
二
月
）

・
共
編
「
都
幾
川
村
史
資
料
」
四
近
世
編
平

地
区
一
・
二
（
都
幾
川
村
役
場
、
三
月
）

・
史
料
紹
介
「
南
北
武
蔵
野
新
田
養
料
金
始
末

書
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
「
研
究
紀
要
」

第
二
七
号
、
三
月
）

・
論
評
「
回
顧
と
展
望
ｌ
史
料
学
・
史
料
論
」

（
「
史
学
雑
誌
」
一
○
二
編
五
号
、
五
月
）

・
講
演
「
近
世
の
文
書
主
義
と
情
報
管
理
」

（
学
習
院
大
学
史
料
館
主
催
、
七
月
一
二
日
）

．
大
学
出
講
国
学
院
大
学
文
学
部
日
本
史

演
習
Ｉ
、
日
本
近
世
史
（
日
本
近
世
国
家
の

権
威
と
儀
礼
）

⑥
渡
辺
浩
一

・
論
文
「
近
世
在
方
町
の
町
・
宿
呼
称
に
つ
い

て
」
（
「
史
料
館
研
究
紀
要
」
第
二
四
号
、
一

九
九
三
年
三
月
）

・
論
文
「
在
方
町
の
都
市
構
造
を
探
る
」
（
青

木
美
智
男
・
保
坂
智
編
「
新
視
点
日
本
の
歴

史
」
五
近
世
編
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九

九
三
年
七
月
）

・
報
告
「
在
方
町
の
町
・
宿
呼
称
に
つ
い
て
」

（
交
通
史
研
究
会
大
会
、
一
九
九
三
年
五
月

九
日
）

・
報
告
「
在
方
町
ｌ
地
域
社
会
と
呼
称
ｌ
」

（
歴
史
学
研
究
会
近
世
史
部
会
例
会
、
一
九

九
三
年
六
月
五
日
）

h

Q

・
報
告
「
近
世
城
下
町
類
型
論
へ
の
一
視
角
ｌ

久
保
田
と
仙
台
ｌ
」
（
東
北
近
世
史
研
究
会

サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
、
一
九
九
三
年
八
月
二
九

日
）

・
報
告
「
城
下
町
仙
台
の
町
の
性
格
に
つ
い
て
」

（
都
市
史
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
城
下
町

の
類
型
」
、
一
九
九
三
年
一
○
月
三
一
日
）

・
大
学
出
講
秋
草
学
園
短
期
大
学
日
本
文

化
史

⑦
丑
木
幸
男

・
編
集
「
上
野
国
寺
院
明
細
帳
」
（
一
）
（
群
馬

県
文
化
事
業
振
興
会
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）

・
分
担
執
筆
「
尾
島
町
誌
」
（
群
馬
県
新
田
郡

尾
島
町
、
一
九
九
三
年
二
月
）

・
論
文
「
戸
長
役
場
史
料
論
二
ご
含
史
料

館
研
究
紀
要
」
二
四
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）

・
論
文
「
群
馬
県
地
方
史
研
究
の
動
向
」
、
（
「
信

濃
」
五
二
二
号
、
一
九
九
三
年
六
月
）

・
大
学
出
講
群
馬
大
学
教
育
学
部
日
本
近

代
史
特
講

③
安
藤
正
人

・
論
文
「
育
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
ー
記
録
遺
産
を

守
る
専
門
職
」
（
大
田
区
史
編
纂
室
『
史
誌
」

第
三
七
号
、
一
九
九
三
年
一
月
）

・
論
文
「
記
録
史
料
調
査
の
理
論
と
方
法
ｌ
現

状
と
課
題
ｌ
」
（
牛
久
市
史
編
さ
ん
委
員
会

「
牛
久
市
小
坂
斎
藤
家
文
書
概
要
調
査
報
告

書
」
、
一
九
九
三
年
三
月
）

・
評
論
「
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
の
教
育
と
養
成
ｌ
世

界
と
日
本
ｌ
」
言
情
報
知
識
学
会
ニ
ュ
ー
ズ

一
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レ
タ
ー
」
第
一
八
号
、
一
九
九
三
年
二
月
）

・
論
文
「
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
と
歴
史
学
ｌ
「
日
本

史
大
事
典
に
寄
せ
て
」
」
二
月
刊
百
科
」
三

○
九
号
、
一
九
九
三
年
七
月
）

・
講
演
録
「
歴
史
学
研
究
と
史
料
保
存
」

（
「
地
方
史
研
究
」
第
二
四
四
号
、
一
九
九

三
年
八
月
）

・
翻
訳
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養

成
」
（
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
・
メ
ン
ネ
ハ
リ
ッ
ッ

著
、
「
記
録
と
史
料
」
第
四
号
、
一
九
九
三

年
九
月
）

・
翻
訳
「
新
し
い
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
養
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
開
発
」
（
ア
ン
・
サ
ー
ス
ト
ン
著
、

「
記
録
と
史
料
」
、
同
前
号
）

・
評
論
「
記
録
史
料
を
ど
う
生
か
す
か
ｌ
ア
メ

リ
カ
の
文
書
館
に
お
け
る
教
育
普
及
活
動
を

見
て
ｌ
」
（
神
奈
川
県
歴
史
資
料
取
扱
機
関

連
絡
協
議
会
「
会
報
」
第
五
号
、
一
九
九
三

年
一
○
月
）

・
論
文
「
欧
米
に
お
け
る
裁
判
所
記
録
の
保
存

制
度
」
（
「
早
稲
田
法
学
」
第
六
九
巻
第
二
号
、

一
九
九
三
年
一
二
月
）

・
講
演
「
記
録
文
化
財
の
保
存
と
文
害
館
」

（
埼
玉
県
立
文
書
館
主
催
文
書
史
料
取
扱
講

習
会
、
二
月
一
日
）

・
講
演
「
史
料
の
整
理
と
保
存
」
（
栃
木
県
立

文
書
館
古
文
書
研
修
会
、
二
月
一
九
日
）

・
講
演
「
歴
史
学
研
究
と
史
料
保
存
」
（
地
方

史
研
究
協
議
会
卒
論
発
表
会
特
別
講
座
、
四

月
二
五
日
）

Q

、
報
告
「
公
文
書
保
存
制
度
の
各
国
比
較
」

（
法
制
史
学
会
大
会
共
同
報
告
「
司
法
資
料

保
存
の
歴
史
と
現
在
」
、
五
月
一
日
）

・
講
演
「
古
文
書
の
調
査
と
保
存
」
（
熊
本
県

天
草
郡
苓
北
町
講
演
会
、
五
月
二
六
日
）

・
講
演
「
記
録
遺
産
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
」

（
立
正
佼
成
会
講
演
会
、
六
月
五
日
）

・
講
演
「
歴
史
文
化
遺
産
を
守
る
ｌ
世
界
の
動

き
、
日
本
の
動
き
ｌ
」
（
旧
野
間
郡
大
庄
屋

保
存
会
・
大
西
町
史
談
会
共
催
歴
史
文
化
講

演
会
、
八
月
一
九
日
）

・
講
演
「
古
文
書
の
保
存
と
文
書
館
」
（
熊
本

県
天
草
郡
天
草
町
教
育
委
員
会
主
催
講
演
会
、

八
月
二
三
日
）

・
報
告
倉
罰
の
ｇ
ｇ
ｐ
の
ぐ
の
－
８
目
の
ｇ
ｏ
｛
シ
門
‐

ｏ
ゴ
ご
巴
の
ｇ
の
。
。
①
四
国
Ｑ
シ
月
匡
く
巴
国
旦
巨

８
註
○
ご
旨
旨
９
コ
薑
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
第
五
回
ア
ー

キ
ビ
ス
ト
養
成
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
ギ
リ

シ
ャ
・
ピ
レ
ウ
ス
、
九
月
一
七
日
）

・
講
義
「
ア
ー
カ
イ
プ
ズ
と
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
」

（
法
政
大
学
・
企
業
史
料
協
議
会
共
催
ビ
ジ

ネ
ス
・
ア
ー
キ
ピ
ス
ト
養
成
講
座
、
九
月
二

日
）

・
講
義
「
史
料
管
理
の
原
則
」
（
同
前
、
一
○

月
二
七
日
）

・
大
学
出
講
お
茶
の
水
女
子
大
学
文
教
育
学

部
史
料
管
理
学
二
九
九
三
年
四
月
一
日

～
九
月
三
一
日
）

．
大
学
出
講
学
習
院
大
学
博
物
館
学
芸
員
課

程
史
資
料
整
理
法
（
記
録
史
料
科
学
）

（
一
九
九
三
年
四
月
一
日
～
一
九
九
四
年
三

月
三
一
日
）

・
研
究
助
成
「
民
間
所
在
史
料
の
保
存
・
管
理

に
関
す
る
研
究
ｌ
山
梨
県
大
月
市
星
野
家
文

書
を
素
材
に
し
て
ｌ
」
文
部
省
科
学
研
究
費

補
助
金
一
般
研
究
（
Ｃ
）

⑨
青
木
睦

・
論
文
「
初
期
整
理
段
階
の
史
料
保
存
手
当
」

（
牛
久
市
史
編
さ
ん
委
員
会
「
牛
久
市
小
坂

斎
藤
家
文
書
概
要
調
査
報
告
書
」
、
一
九
九

三
年
三
月
）

・
論
文
「
被
災
史
料
の
救
助
実
践
記
ｌ
草
加
市

の
事
例
に
よ
る
ｌ
」
（
「
草
加
市
史
研
究
」
第

八
号
、
一
九
九
三
年
三
月
）

・
報
告
「
火
災
を
受
け
た
史
料
の
救
助
法
」

（
記
録
史
料
の
保
存
を
考
え
る
会
、
二
月
二

七
日
）

・
講
演
「
古
文
書
の
保
護
と
保
存
管
理
」
（
熊

本
県
天
草
郡
苓
北
町
講
演
会
、
五
月
二
六
日
）

・
講
演
「
火
災
史
料
に
対
す
る
救
助
の
経
過
報

告
」
（
古
文
化
財
科
学
研
究
大
会
、
六
月
五

日
）

・
講
演
「
酸
性
紙
・
中
性
紙
・
再
生
紙
の
保
存

性
」
（
静
岡
県
マ
イ
ク
ロ
写
真
協
会
主
催
静

岡
県
後
援
、
文
書
管
理
夏
期
セ
ミ
ナ
ー
、
七

月
二
二
日
）

・
講
演
「
古
文
書
の
保
存
手
当
」
（
熊
本
県
天

草
郡
天
草
町
教
育
委
員
会
主
催
講
演
会
、
八

月
二
三
日
）

・
講
演
「
史
料
の
保
護
と
保
存
技
術
」
（
千
葉

口

●

県
史
料
研
究
財
団
主
催
千
葉
県
史
編
さ
ん
近

世
史
部
会
、
九
月
一
八
日
）

・
報
告
「
記
録
史
料
の
保
存
・
修
復
に
関
す
る

研
究
集
会
の
意
義
と
昨
今
の
史
料
保
存
」

（
記
録
史
料
の
保
存
・
修
復
に
関
す
る
研
究

集
会
、
一
一
月
一
五
日
）

・
講
義
「
資
料
の
保
存
技
術
ｌ
紙
の
資
料
（
保

存
手
当
て
）
」
（
法
政
大
学
・
企
業
史
料
協
議

会
共
催
ビ
ジ
ネ
ス
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
養
成
講

座
、
一
二
月
八
日
）

・
講
演
「
史
料
の
保
存
管
理
」
（
埼
玉
県
地
域

史
料
保
存
活
用
連
絡
協
議
会
主
催
研
究
会
、

一
二
月
一
四
日
）

史
料
館
報
第
六
○
号

平
成
六
年
（
一
九
九
四
）
三
月
三
一
日

編
集
兼
国
文
学
研
究
資
料
館

発
行
者
史
料
館
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