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高
嶋
流
大
炮
免
許
状（「
半
田
家
文
書
」）

　

今
年
は
、
徳
川
幕
府
が
欧
米
列
強
諸
国
の
圧
力
に
押
さ

れ
る
形
で
和
親
条
約
を
締
結
し
て
、
幕
府
の
祖
法
で
あ
っ

た
鎖
国
政
策
を
放
棄
、
開
国
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
五
十

年
と
い
う
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま
す
。
欧
米
列
強
の
対
日

接
近
は
十
八
世
紀
後
半
か
ら
顕
著
化
し
、
嘉
永
年
間
（
一

八
四
八
〜
五
四
）
頃
か
ら
は
能
登
半
島
沿
岸
に
も
異
国
船

が
出
没
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
異
国
船
の
来
航
に
対
し

て
、
幕
府
は
鎖
国
体
制
を
堅
持
す
る
と
共
に
、
海
防
強
化

の
方
針
を
打
ち
出
し
ま
す
が
、
そ
の
具
体
策
の
一
つ
が
大

砲
を
製
造
し
、
使
用
す
る
た
め
の
技
術
者
を
育
成
す
る
こ

と
で
し
た
。

　

高
島
流
砲
術
は
、
日
本
で
初
め
て
西
洋
近
代
砲
術
を
紹

介
し
た
高
島
秋
帆
が
創
始
し
た
砲
術
の
一
流
派
で
、
こ
の

免
許
状
は
、
高
島
秋
帆
の
孫
弟
子
に
あ
た
り
江
戸
か
ら
金

沢
へ
招
か
れ
て
い
た
松
下
健
作
正
綱
が
、
代
々
富
山
藩
の

鉄
砲
土
蔵
預
を
務
め
て
い
た
半
田
家
の
六
代
目
甚
左
衛
門

景
統
、
七
代
目
豊
太
夫
景
範
へ
出
し
た
も
の
で
す
。
免
許

状
に
は
、
両
名
が
誠
心
誠
意
砲
術
に
関
し
て
修
行
し
た
の

で
免
許
状
を
与
え
る
と
あ
り
、
嘉
永
元
年
は
ペ
リ
ー
の
浦

賀
来
航
五
年
前
の
一
八
四
八
年
に
あ
た
り
ま
す
。
欧
米
列

強
の
対
日
接
近
は
幕
府
の
み
な
ら
ず
諸
藩
に
も
有
形
無
形

の
影
響
を
与
え
、
や
が
て
幕
末
の
動
乱
を
も
た
ら
す
一
つ

の
契
機
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
免
許
状
は
、
江
戸
か

ら
遠
く
離
れ
た
越
中
も
、
そ
う
し
た
混
乱
と
無
縁
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
貴
重
な
史
料
と
言
え
ま
す
。

　

当
館
の
今
年
度
の
企
画
展
は
、「
幕
末
の
越
中
」
と
題
し

て
、列
強
の
接
近
に
伴
う
富
山
藩
・
加
賀
藩
の
政
治
・
経
済
・

軍
事
的
対
策
や
社
会
の
変
動
、
庶
民
の
動
向
等
を
残
さ
れ

た
古
文
書
等
の
史
資
料
に
よ
っ
て
振
り
返
り
ま
す
（
日
程

な
ど
は
八
頁
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。）。
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館
長　

橋　

本　
　
　

彰

　

富
山
県
公
文
書
館
が
通
常
行
っ
て
い

る
多
く
の
業
務
の
中
で
も
歴
史
資
料
の

保
存
・
整
理
は
特
に
重
要
な
も
の
の
一

つ
で
す
。
と
か
く
歴
史
資
料
イ
コ
ー
ル

古
文
書
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
古
文
書

だ
け
が
歴
史
資
料
で
は
な
く
、
現
用
・

非
現
用
を
問
わ
ず
公
文
書
も
ま
た
大
切

な
歴
史
資
料
と
な
る
べ
き
も
の
と
言
え

ま
す
。
歴
史
的
価
値
の
あ
る
公
文
書
と

は
、
現
在
の
行
政
の
姿
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
単
に
古
い
公

文
書
を
指
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
何
の
た
め
に
現
在
の
行
政
の
姿
を

後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
重
要
か
つ
必
要

で
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
私

達
の
郷
土
富
山
の
未
来
を
よ
り
良
い
も

の
に
す
る
た
め
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。「
歴

史
は
繰
り
返
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ

く
「
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
す
」
と
置
き

換
え
ら
れ
ま
す
。
過
去
の
歴
史
は
成
功

と
失
敗
、
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
で
あ

る
と
言
え
ま
す
。
過
去
の
成
功
を
単
に

美
化
し
、
失
敗
か
ら
目
を
反
ら
す
だ
け

で
は
、
過
去
を
歴
史
的
に
見
つ
め
る
こ

と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
未
来
に
役
立
っ

て
こ
そ
の
過
去
の
歴
史
で
あ
り
、
こ
の

こ
と
を
行
政
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、

歴
史
的
価
値
の
あ
る
公
文
書
の
保
存
・

整
理
の
重
要
性
に
帰
結
し
ま
す
。
公
文

書
館
の
存
在
理
由
の
最
大
の
も
の
が
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
県
内
で
は
市
町
村
合
併
を
め

ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
や
議
論
が
あ

り
、
そ
の
行
く
末
は
些
か
不
透
明
な
部

分
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
動
き
や

議
論
の
中
か
ら
自
治
体
サ
イ
ド
で
歴
史

資
料
の
保
存
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
て
き

た
の
は
、
一
種
の
合
併
効
果
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
行
政
機
関
内
部

の
高
ま
り
に
加
え
て
多
く
の
県
民
の

方
々
に
も
過
去
の
歴
史
に
こ
れ
ま
で
以

上
に
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
、
富
山
の
よ
り
良
い
未
来
の
建

設
の
柱
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
と
思
い

ま
す
。
当
館
は
そ
う
し
た
動
き
の
牽
引

役
と
な
る
べ
く
こ
れ
ま
で
以
上
に
多
く

の
行
事
な
ど
に
創
意
工
夫
を
重
ね
て
い

く
所
存
で
す
。
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

平
成
十
六
年
度
第
一
回
古
文
書
調
査

員
会
議
が
当
館
に
て
六
月
十
八
日（
金
）

に
開
か
れ
ま
し
た
。
当
館
で
は
新
川
・

富
山
・
高
岡
・
砺
波
地
区
各
三
名
ず
つ
、

左
記
の
名
簿
の
方
々
に
古
文
書
調
査
員

を
依
頼
し
、
各
地
区
の
古
文
書
に
関
す

る
情
報
収
集
と
情
報
提
供
を
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
。
今
年
度
か
ら
土
井
修
氏
、

高
嶋
幸
子
氏
、
牧
野
潤
氏
に
新
た
に
調

査
員
を
務
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　

今
会
議
で
は
、
調
査
員
の
方
々
に
当

館
が
今
年
度
実
施
す
る
古
文
書
実
態
調

査
対
象
家
の
現
状
を
伺
い
ま
し
た
。
地

元
で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
調
査
員
各
氏

な
ら
で
は
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
、
今
後

調
査
を
進
め
る
上
で
大
い
に
参
考
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
各
地
区
の
自
治
体
史

編
纂
状
況
や
古
文
書
情
報
等
の
報
告
も

受
け
ま
し
た
。

　

古
文
書
に
関
す
る
相
談
や
情
報
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
当
館
及
び
各
古
文
書
調

査
員
に
ぜ
ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
所
蔵

者
の
ご
意
向
を
尊
重
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

状
況
に
応
じ
て
よ
り
よ
い
形
で
古
文
書

が
保
存
さ
れ
る
よ
う
お
手
伝
い
し
ま
す
。

清　原　為　芳
新川
地区

永　井　宗　聖
安　田　良　栄
土　井　　　修

富山
地区

中　村　太一路
保　科　齊　彦
上　野　　　務

高岡
地区

晒　谷　和　子
高　嶋　幸　子
尾　田　武　雄

砺波
地区

斎　藤　耕　三
牧　野　　　潤

調査員名簿（敬称略・五十音順）
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第
一
回
古
文
書
調
査
員
会
議

第一回古文書調査員会議
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達
で
全
国
の
記
録
を
保
存
す
る
こ
と
が

布
達
さ
れ
、
国
立
公
文
書
館
蔵
『
富
山

県
史
料
』
に
も
明
治
十
七
年
に
県
令
国

重
正
文
が
郡
役
所
・
戸
長
役
場
に
文
書

保
存
の
心
得
を
出
し
て
い
る
史
料
が
あ

る
こ
と
な
ど
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
今
後
の
公
文
書
な
ど
の
記
録
保

存
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
話
が
あ
り
ま

し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
ア
ー
カ

イ
ブ
ス
と
い
う
言
葉
を
番

組
で
流
す
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
こ
の
言
葉
の
認
知
度

は
か
な
り
上
が
っ
た
が
、

逆
に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
像
が

混
乱
し
て
き
た
こ
と
や
、

隣
国
の
韓
国
な
ど
と
比
べ

て
日
本
は
ど
う
な
の
か
、

電
子
記
録
時
代
に
入
っ
て
の
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
、

目
の
前
の
市
町
村
合
併
に
お
い
て
ど
う

す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
最
前

線
で
の
経
験
を
基
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
視

点
か
ら
示
唆
に
富
む
講
演
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

総
会
に
引
き
続
き
、
国
立
公
文
書
館

の
梅
原
康
嗣
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
、

講
演
会
を
行
な
い
ま
し
た
。
氏
は
現
在
、

「
内
閣
の
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、

保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
会
」
に

も
参
加
し
て
お
ら
れ
、
そ
う
い
う
視
点

か
ら
も
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
富
山
藩
十
代
藩

主
前
田
利
保
の
作
っ
た

『
本
草
通
串
証
図
』
が
国

立
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
初
代
館

長
が
富
山
県
ゆ
か
り
の
岩

倉
規
夫
で
あ
っ
た
こ
と
な

ど
、
国
立
公
文
書
館
へ
の

親
近
感
が
増
す
話
を
紹
介

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
明
治
の
初
め
に
、

諸
外
国
の
制
度
を
導
入
す
る
際
、
内
務

省
で
フ
ラ
ン
ス
の
記
録
寮
に
な
ら
い
公

文
書
館
を
造
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
結

局
そ
の
話
は
流
れ
百
年
以
上
の
年
月
を

経
て
、
よ
う
や
く
公
文
書
館
法
の
制
定

が
さ
れ
た
と
い
う
有
様
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
し
か
し
、
明
治
七
年
に
太
政
官

梅原康嗣氏の講演

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
新
時
代国

立
公
文
書
館　
公
文
書
専
門
官　

梅　

原　

康　

嗣

「
富
史
料
協
」
総
会
講
演
会

　

去
る
五
月
二
十
八
日
（
金
）
午
後
一

時
三
十
分
よ
り
、
富
山
県
歴
史
資
料
保

存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会
の
平
成
十
六

年
度
総
会
と
講
演
会
が
富
山
県
公
文
書

館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
に
は
七
十
四
機
関
会
員
の
う
ち
、

三
十
九
機
関
五
十
一
名
が
出
席
し
ま
し

た
。
ま
ず
、
会
長
の
橋
本
彰
富
山
県
公

文
書
館
長
の
挨
拶
が
あ
り
、
ま
た
、
来

賓
と
し
て
須
河
弘
美
・
富
山
県
経
営
企

画
部
文
書
学
術
課
長
補
佐
よ
り
ご
挨
拶

い
た
だ
き
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
橋
本

会
長
を
議
長
に
選
出
し
て
議
事
に
移
り

ま
し
た
。

　

議
事
で
は
、
平
成
十
五
年
度
の
事
業

報
告
・
決
算
報
告
、
平
成
十
六
年
度
の

事
業
案
・
予
算
案
が
審
議
さ
れ
、
承
認

さ
れ
ま
し
た
。

　

富
史
料
協
は
、
設
立
か
ら
四
年
目
を

迎
え
ま
し
た
。
現
在「
平
成
の
大
合
併
」

と
い
わ
れ
る
市
町
村
合
併
が
全
国
的
に

推
進
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

れ
を
記
録
史
料
保
存
の
追
い
風
と
し
て
、

こ
の
一
年
間
、「
市
町
村
合
併
に
お
け
る

文
書
保
存
に
つ
い
て
の
要
望
書
」
の
提

富史料協総会

出
や
研
修
会
を
通
し
て
の
記
録
史
料
保

存
の
認
識
を
高
め
る
こ
と
に
努
め
て
き

ま
し
た
。
県
内
に
お
い
て
も
市
町
村
合

併
が
差
し
迫
っ
て
お
り
、
新
た
な
展
開

が
予
想
さ
れ
る
中
で
、
富
史
料
協
の
今

後
の
活
動
が
一
層
重
視
さ
れ
る
総
会
と

な
り
ま
し
た
。

富
山
県
歴
史
資
料
保
存
利
用
機
関
連
絡
協
議
会総

会
開
催　
　

平
成
十
六
年
度
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―
今
年
も
定
員
を
上
回
る
人
気
―

　

十
八
回
目
を
数
え
る
当
館
の
歴
史
講
座
は
、
今
回
も
多
彩
な
講
師
陣
に
支
え

ら
れ
て
ご
講
義
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す

　

今
年
も
定
員
を
超
過
し
て
の
開
講
と

な
り
ま
し
た
。
第
一
回
は
、
五
月
十
三

日
（
木
）、
開
講
式
の
後
、
富
山
市
民
俗

民
芸
村
売
薬
資
料
館
学
芸
員
の
兼
子
心

氏
を
お
招
き
し
て「
本
草
と
富
山
売
薬
」

と
題
し
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
本
草
学
」
は
富
山
の
売
薬
と
は
切
っ

て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
が
、

富
山
で
は
売
薬
の
歴
史
が
先
行
し
、「
本

草
学
」
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、

今
回
は
「
本
草
学
」
が
富
山
の
売
薬
に

お
い
て
ど
の
よ
う
に
研
究
が
な
さ
れ
、

生
か
さ
れ
て
き
た
の
か
を
話
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

と
く
に
十
代
富
山
藩
主
前
田
利
保
の

研
究
の
お
話
で
は
、利
保
が
著
し
た『
本

草
通
串
証
図
』
を
ス
ラ
イ
ド
で
ご
紹
介

し
て
い
た
だ
き
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
は
、

富
山
の
絵
師
に
描
か
せ
た
本
草
の
図
版

に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
利
保
が
当
時

の
日
本
に
お
い
て
も
大
変
優
れ
た
研
究

を
行
っ
て
高
い
評
価
を
得
て
い
た
こ
と

に
、
受
講
者
の
皆
さ
ん
は
、
利
保
が
全

国
に
誇
る
越
中
の
名
君
で
あ
る
こ
と
を

認
識
さ
れ
、
胸
が
熱
く
な
る
思
い
と
の

感
想
を
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

五
月
二
十
七
日
（
木
）
の
第
二
回
は
、

北
國
新
聞
社
出
版
局
の
伊
藤
克
江
氏
に

「
中
世
に
お
け
る
越
中
の
寺
社
領
に
つ

い
て
」
と
題
し
て
講
義
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
奈
良
時
代
か
ら
戦
国
末
期
ま

で
存
在
し
た
「
荘
園
」
に
つ
い
て
、
と

く
に
室
町
時
代
の
越
中
の
寺
社
領
に
つ

い
て
詳
細
に
ご
説
明
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

「
荘
園
」
に
は
「
本
家
」「
領
家
」
な

ど
の
複
雑
な
領
有
関
係
が
あ
り
、
一
般

の
方
に
は
わ
か
り
に
く
い
部
分
も
あ
り

ま
す
が
、
伊
藤
氏
の
丁
寧
な
解
説
に
よ

り
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

六
月
十
日
（
木
）
の
第
三
回
は
県
立

図
書
館
副
館
長
の
浦
田
正
吉
氏
を
お
招

き
し
て
「
富
山
県
の
成
立
」
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

浦
田
氏
は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
明

治
十
六
年
五
月
の
富
山
県
の
成
立
に
い

た
る
ま
で
の
当
時
の
状
況
を
様
々
な
観

点
か
ら
話
さ
れ
、
と
く
に
明
治
十
四
年

の
政
変
前
後
の
政
府
中
枢
の
動
き
や
越

中
の
実
業
家
と
の
接
点
に
つ
い
て
は
大

変
興
味
深
い
内
容
で
あ
り
、
ま
た
情
熱

的
で
ウ
ィ
ッ
ト
に
富
ん
だ
お
話
ぶ
り
に

受
講
者
は
時
間
の
た
つ
の
も
忘
れ
て
聴

き
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
後
の
歴
史
講
座
は
、
六
月
二
十

四
日
（
木
）
の
第
四
回
は
日
本
海
文
化

研
究
所
研
究
員
の
草
卓
人
氏
に
よ
る

「
富
山
の
鉄
道
一
〇
七
年
の
あ
ゆ
み
」

と
「
開
業
八
〇
年
を
迎
え
る
富
山
港
線

の
変
遷
」、
七
月
八
日
（
木
）
の
第
五
回

は
高
岡
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課
主
任

の
根
津
明
義
氏
を
お
迎
え
し
て
「
越
中

国
射
水
郡
に
お
け
る
東
大
寺
領
諸
荘
の

所
在
に
つ
い
て
」
の
二
回
の
講
義
を
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

第１回　兼子　心　氏

第３回　浦田正吉　氏

第２回　伊藤克江　氏
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ど
と
い
う
言
葉
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
坑
夫
取
立
面
（
免
）
状
と
言
う
も
の

で
す
。
鉱
山
業
に
従
事
す
る
坑
夫
の
間
に

は 
友  
子 
と
い
う
独
自
の
組
織
が
あ
り
ま
し

と
も 
こ

た
。
既
に
江
戸
中
期
頃
か
ら
あ
っ
た
と
さ

れ
、
明
治
に
入
る
と
全
国
的
な
組
織
と
し

て
友
子
同
盟
と
も
称
し
て
い
ま
し
た
。
一

定
の
見
習
い
期
間
を
経
て
、
一
人
前
の
坑

夫
と
し
て
親
方
（
親
分
）
と
の
間
に
盃
を

交
わ
し
、
こ
の
友
子
仲
間
に
入
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
儀
式
を
「
取
立
式
」
と
言
い
、

こ
の
史
料
の
よ
う
な
免
状
が
発
せ
ら
れ
ま

す
。

　

往
時
、
神
岡
鉱
山
の
坑
夫
だ
っ
た
人
の

聞
き
取
り
資
料
に
よ
る
と
、
そ
の
式
は
次

の
よ
う
に
厳
粛
な
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

式
場
の
中
央
に
は
松
竹
梅
を
生
け
、
高
砂

の
式
台
に
鶴
と
亀
の
作
り
物
、
雄
蝶
雌
蝶

の
本
銚
子
、
右
の
三
方
に
は
鑿
と
槌
を
、

左
の
三
方
に
は
山
例
五
十
三
条
一
巻
を
載

せ
て
置
き
、
近
所
の
友
子
交
際
所
の
代
表

者
も
集
ま
り
、
立
会
人
達
が
見
守
る
中
、

親
分
は
羽
織
り
袴
を
着
用
し
、
子
分
に
な

る
者
に
刀
を
与
え
る
と
い
う
意
味
合
い
で

扇
子
を
与
え
、
子
分
は
そ
れ
を
押
し
い
た

だ
き
盃
を
交
わ
し
ま
し
た
。

　

こ
の
史
料
に
も
浪
客
人
立
会
人
、
隣
山

立
会
人
、
山
中
箱
元
立
会
人
な
ど
と
記
し

て
あ
り
ま
す
が
、
浪
客
人
と
い
う
の
は
各

資
料
整
理
室
よ
り

史
料
に
残
る
鉱
山
の
想
影

小
見
・
亀
谷
文
書
よ
り

地
の
鉱
山
を
坑
夫
と
し
て
渡
り
歩
い
て
稼

業
と
し
た
も
の
で
、
友
子
と
な
る
と
、
他

の
鉱
山
に
行
っ
て
も
一
宿
一
飯
の
待
遇
や

草
鞋
銭
が
受
け
ら
れ
、
そ
の
鉱
山
へ
の
就

職
の
斡
旋
も
し
て
も
ら
え
ま
し
た
。
ま
た
、

友
子
の
坑
夫
が
重
病
や
怪
我
な
ど
で
働
け

な
く
な
る
と
奉
願
帳
と
言
い
、
友
子
に
寄

付
を
募
る
と
い
う
一
種
の
労
災
補
償
の
よ

う
な
決
ま
り
も
あ
り
ま
し
た
。
箱
元
と
は
、

友
子
の
運
営
に
必
要
な
山
中
規
約
や
交
際

金
出
納
簿
、
取
立
式
の
時
に
使
う
掛
け
軸

な
ど
を
入
れ
た
箱
の
管
理
を
し
た
こ
と
か

ら
付
い
た
名
称
の
よ
う
で
す
が
、
友
子
の

実
質
的
な
運
営
を
取
り
仕
切
る
役
目
の
こ

と
で
す
。
坑
夫
た
ち
は
家
康
か
ら
山
例
五

十
三
条
と
野
武
士
の
称
号
を
授
け
ら
れ
加

護
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
に
誇
り
を
持
ち
、

友
子
に
厳
し
い
掟
を
定
め
、
守
っ
て
き
ま

し
た
。

　

こ
の
友
子
制
度
は
昭
和
初
期
か
ら
戦
後

に
か
け
て
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。
亀
谷
鉱
山
も
そ
の
後
衰
退
し
、
大

正
十
五
年（
一
九
二
六
）に
は
休
業
と
な
り
、

戦
後
も
何
度
か
調
査
さ
れ
ま
し
た
が
再
開

す
る
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

掲
載
し
た
史
料
は
、
大
山
町
教
育
委
員

会
所
蔵
で
現
在
、
大
山
町
歴
史
民
俗
資
料

館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
大
正
期
の
亀
谷
鉱

山
関
係
の
も
の
で
す
。
当
館
で
は「
小
見
・

亀
谷
文
書
」
と
し
、
撮
影
複
写
資
料
の
形

で
入
れ
て
あ
り
ま
す
。

　
 
亀  
谷 
鉱
山
と
は
、
か
つ
て
「
越
中
七
か

か
め 
が
い

ね
山
」
と
言
わ
れ
栄
え
た
鉱
山
の
一
つ
で
、

上
新
川
郡
大
山
町
亀
谷
に
位
置
し
ま
す
。

銀
鉱
と
し
て
の
発
見
は
天
正
六
年
（
一
五

七
八
）
と
さ
れ
、
慶
長
十
七
年
（
一
六
一

二
）
に
前
田
利
長
が
亀
谷
産
銀
で
花
降
銀

を
鋳
造
し
て
徳
川
家
康
・
秀
忠
に
献
上
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

「
亀
谷
か
ね
山
」
と
し
て
そ
の
最
盛
時
に

は
千
軒
の
家
並
を
誇
っ
た
銀
山
も
衰
退
の

一
途
を
辿
り
、
つ
い
に
天
保
二
年
（
一
八

三
一
）
に
は
百
姓
村
と
し
て
一
村
立
と
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
も
農
鉱
両
稼

ぎ
を
し
な
が
ら
の
採
掘
は
続
い
て
い
た
よ

う
で
す
が
、
明
治
に
な
っ
て
再
び
亀
谷
鉱

山
の
採
掘
者
が
増
え
、
同
二
十
年
（
一
八

八
七
）
に
三
井
物
産
株
式
会
社
が
亀
谷
鉱

山
を
買
収
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
紆
余
曲

折
を
経
て
史
料
の
大
正
五
年（
一
九
一
六
）

に
は
三
井
鉱
山
会
社
が
経
営
し
、
専
ら
亜

鉛
鉱
を
採
掘
し
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
史
料
の
文
面
に
は
親
分
越
中
国

住
人
某
、
子
分
同
国
産
某
と
か
浪
客
人
な

花降り銀

坑夫取立面状（部分略）
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私 
と 
公 
文 
書 
館 

稲　

田　

伸　

子

　

今
年
四
月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ア
メ
リ

カ
国
立
公
文
書
館
で
日
米
和
親
条
約
の

調
印
百
五
十
周
年
を
記
念
す
る
式
典
が

行
わ
れ
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
同
館
が
保

存
し
て
い
た
日
米
和
親
条
約
の
原
本
の

複
製
が
わ
が
国
に
贈
呈
さ
れ
た
そ
う
で

あ
る
。
わ
が
国
の
条
約
原
本
は
調
印
の

五
年
後
に
江
戸
城
の
火
災
で
す
で
に
焼

失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
過
去
か

ら
の
贈
り
物
は
、
私
た
ち
に
何
を
語
っ

て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

　

幼
い
頃
の
私
に
と
っ
て
歴
史
へ
の
憧

憬
は
、
大
事
件
に
遭
遇
し
た
人
間
が
ど

の
よ
う
に
そ
の
危
機
に
向
か
い
乗
り
越

え
た
か
、
そ
の
人
の
思
い
に
自
分
の
気

持
ち
を
寄
り
添
わ
せ
て
感
じ
る
わ
く
わ

く
す
る
よ
う
な
ス
リ
ル
だ
っ
た
よ
う
に

思
う
。
歳
を
重
ね
、
歴
史
の
研
究
の
な

か
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
そ
ん
な
思
い

を
よ
り
リ
ア
ル
な
も
の
に
変
え
て
く
れ

る
の
は
、
唯
一
過
去
の
事
実
を
記
し
た

第
一
級
の
文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　

現
在
、
富
山
県
の
明
治
初
期
か
ら
昭

和
二
十
二
年
ま
で
の
公
文
書
は
、
千
九

百
五
簿
冊
、
四
万
五
千
件
が
富
山
県
公

文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
太
平
洋

戦
争
以
前
の
富
山
県
の
姿
を
史
実
と
し

て
知
り
得
る
行
政
文
書
の
大
部
分
は
こ

こ
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
の
大
合
併
の
論
議

が
こ
こ
へ
き
て
、
い
よ
い
よ
ヒ
ー
ト
ア

ッ
プ
し
て
い
る
。
富
山
県
に
お
い
て
も

明
治
と
昭
和
の
二
度
の
大
合
併
に
よ
り
、

名
前
の
消
え
た
町
や
村
の
文
書
が
散
逸

し
、
消
え
失
せ
た
史
実
は
ど
の
く
ら
い

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
で
も
歴
史

的
文
書
な
ら
ま
だ
人
の
目
は
向
け
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
毎
日
生
み
だ
さ
れ
る

行
政
文
書
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
じ
間
違
い
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に

こ
の
公
文
書
館
が
担
っ
て
い
る
役
割
は

大
変
に
大
き
く
、
又
、
困
難
も
多
い
だ

ろ
う
。

　

『
過
去
の
遺
産
は
将
来
の
実
り
を
も

た
ら
す
種
子
で
あ
る
』
と
し
た
ア
メ
リ

カ
で
の
記
録
保
存
は
日
本
の
近
現
代
史

の
研
究
に
直
接
的
に
大
き
な
成
果
を
も

た
ら
し
て
い
る
。
足
繁
く
公
文
書
館
に

通
う
私
は
、
収
蔵
さ
れ
て
い
る
歴
史
資

料
か
ら
学
ぶ
こ
と
の
大
き
さ
を
痛
感
す

る
毎
日
で
あ
り
、
な
に
よ
り
公
文
書
館

職
員
の
方
々
が
日
々
根
気
強
く
史
資
料

の
収
集
・
分
析
、
そ
し
て
開
示
の
作
業

に
尽
力
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
す
る

ば
か
り
で
あ
る
。

（
大
沢
野
町
史
編
さ
ん
室
員
）

　

公
文
書
館
で
は
、
七
月
一
日
か
ら
県

民
の
方
々
か
ら
の
古
文
書
等
に
関
す
る

幅
広
い
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
迅
速
か
つ
適

切
に
対
応
す
る
た
め
に「
古
文
書　

番
」

１１０

を
設
置
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
貴
重
な
歴

史
資
料
で
あ
り
な
が
ら
様
々
な
理
由
か

ら
散
逸
・
劣
化
事
例
が
目
立
つ
古
文
書

類
の
解
読
・
解
説
を
通
し
て
、
ま
ず
県

民
の
方
々
に
古
文
書
に
親
し
み
を
持
っ

て
い
た
だ
く
中
で
古
文
書
の
保
存
・
整

理
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
古
文
書

に
関
す
る
解
読
・
解
説
、
保
存
の
方
法
、

図
書
館
や
博
物
館
等
の
地
域
の
古
文
書

保
管
機
関
の
紹
介
な
ど
、
古
文
書
の
財

産
的
評
価
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
・

質
問
に
当
館
の
担
当
者
が
回
答
し
ま
す

の
で
、
直
接
の
ご
来
館
は
も
ち
ろ
ん
、電

話
・
メ
ー
ル
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
電
話　

〇
七
六
‐
四
三
四
‐
四
〇
七
四
）

富山県公文書館「古文書１１０番」設置要綱

（趣　　旨）
１　県内における古文書に関する相談、情報収集及び調査を行うことにより、
歴史資料としての貴重な古文書の消失・散逸・劣化を防止するため、「古文書
１１０番」を設置する。

（設置場所）
２　「古文書１１０番」は富山県公文書館資料課内に設置する

（相談業務等の種類）
３　県民からの古文書に関する相談・情報収集等を電話や電子メール等で幅広
く受付し、レファレンス対応するとともに、必要に応じて、現地調査等を実
施する。
　�　電話による相談
　　　電話番号　０７６－４３４－４０７４
　�　電子メールによる相談
　　　電子メールアドレス　kobunsho02@pref.toyama.lg.jp
　�　文書による相談
　　　〒９３０-０１１５　富山市茶屋町３３－２　富山県公文書館「古文書１１０番」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談窓口宛
　�　現地調査等
　　　必要に応じて、面談・現地調査等を行う。

（職員の任命等）
４　「古文書１１０番」担当職員は、富山県公文書館職員のうちから公文書館長が
任命し、次により業務を分担する。
　�　担当職員は、専門性に応じ、中世・近世班と近世・近代班の二班に分か

れてレファレンス対応等を行う。
　�　担当職員は、相談者に対して古文書の保管・修復方法、古文書の解読・

解説、関係諸機関の紹介等を迅速かつ簡潔に行う。
　�　相談を受けた担当職員は、応対後にレファレンス等の対応記録を作成す

る。

（古文書調査員との連携）
５　公文書館長は、「古文書１１０番」の運営にあたって、県内に所在する古文書
の調査等のために公文書館が委嘱している古文書調査員との連携に十分留意
しながら進めるものとする。

（施 行 日）
６　この要綱は、平成１６年７月１日から施行する。

「「
古古
文文
書書

番番
」」

111100
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レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
コ
ー
ナ
ー

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
コ
ー
ナ
ー

　

姉
倉
比
賣
神
社
（
富
山
市
呉

羽
町
）
に
、
板
額
に
書
か
れ
た

上
杉
輝
虎
（
謙
信
）
の
願
文
が
あ
り
ま

す
が
、
意
味
や
歴
史
的
背
景
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　

姉
倉
比
賣
神
社
の
上
杉
輝
虎

願
文
は
、『
富
山
県
史
』史
料
編
・

中
世
や
『
越
中
志
徴
』
等
に
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
じ
日
付
（
永
禄
七
年
＝

一
五
六
四
、
六
月
二
十
四
日
）
で
同
内

容
の
願
文
が
新
潟
県
の
弥
彦
神
社
に
残

っ
て
い
ま
す
。
願
文
と
は
自
ら
の
願
望

を
神
仏
に
祈
願
し
、
神
仏
の
加
護
を
得

よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

内
容
を
み
て
い
き
ま
す
と
、
輝
虎
が

関
東
方
面
（
上
野
、
武
蔵
な
ど
）、
北
信

濃
、
越
中
に
出
兵
す
る
こ
と
に
は
そ
れ

ぞ
れ
大
義
名
分
が
あ
り
、決
し
て
非
道
・

非
分
の
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
越
中
侵
攻
に
関
し
て

は
、
越
中
で
椎
名
氏
と
神
保
氏
が
抗
争

し
て
い
る
が
、
輝
虎
と
椎
名
氏
は
輝
虎

の
一
族
の
小
四
郎
（
長
尾
景
直
）
が
椎

名
氏
の
養
子
に
な
る
な
ど
深
い
関
係
に

あ
り
、
椎
名
氏
の
助
勢
の
為
に
出
兵
し

て
い
る
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
私
利
私
欲

の
た
め
の
出
兵
で
は
な
い
と
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
願
文
で
は
、
輝

虎
が
自
ら
の
行
動
の
正
当
性
を
主
張
し

な
が
ら
、
神
の
加
護
を
得
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

　

願
文
が
書
か
れ
た
永
禄
七
年
頃
の
上

杉
輝
虎
は
、
有
力
戦
国
大
名
で
あ
る
北

条
氏
康
・
武
田
晴
信
（
信
玄
）
と
激
し

く
対
立
し
、
し
ば
し
ば
上
野
・
武
蔵
・

信
濃
方
面
に
出
兵
し
て
い
ま
す
。
武
田

信
玄
と
戦
っ
た
史
上
有
名
な
川
中
島
の

戦
い
（
第
四
次
）
は
永
禄
四
年
九
月
の

こ
と
で
す
。
越
中
に
対
し
て
も
永
禄
三

年
か
ら
五
年
に
か
け
て
た
び
た
び
出
兵

し
、少
な
く
と
も
神
通
川
以
東
は
輝
虎
・

椎
名
氏
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
輝
虎
と
し

て
は
対
立
す
る
北
条
・
武
田
・
神
保
氏

と
の
戦
い
が
有
利
に
進
む
こ
と
を
期
待

し
て
こ
の
願
文
を
神
社
に
奉
納
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

公
文
書
館
に
は
富
山
の
歴
史
や
人
物

に
関
す
る
様
々
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
寄

せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介

し
て
み
ま
す
。

①　

新
潟
県
糸
魚
川
市
に
あ
る
蓮
華
鉱

山
の
労
働
者
の
台
帳（「
大
正
六
年
九

月
人
夫
住
所
控
」）
に
、
富
山
県
出
身

者
が
二
十
二
名
確
認
で
き
ま
し
た
。

そ
の
中
に「
婦
負
郡
西
方
町
」と
記
載

が
あ
る
が
、
現
在
の
ど
の
あ
た
り
か

と
い
う
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

地
名
辞
典
等
で
は
「
西
方
町
」
は

確
認
で
き
ず
、
お
そ
ら
く
「
四
方
町
」

の
転
記
ミ
ス
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
お
、

蓮
華
鉱
山
の
現
場
経
営
・
指
揮
は
佐

伯
宗
則
（
故
佐
伯
宗
義
氏
の
父
）
が

と
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
蓮
華
鉱
山

の
労
働
者
の
約
四
割
が
富
山
県
出
身

者
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
富

山
県
出
身
の
佐
伯
宗
則
と
の
関
係
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

②　

大
正
時
代
の
富
山
県
知
事
で
あ
っ

た
信
太
時
尚
の
こ
と
に
つ
い
て
問
い

合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　

信
太
知
事
は
大
正
十
年
十
二
月
に

本
県
知
事
に
就
任
し
ま
す
が
、
健
康

に
す
ぐ
れ
ず
翌
年
九
月
に
は
死
去
し

ま
す
。
公
文
書
館
に
は
歴
代
知
事
の

肖
像
写
真
や
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
そ
れ
ら
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　
　

調
査
を
進
め
て
い
く
中
で
、
信
太

知
事
の
子
孫
の
方
か
ら
の
ご
指
摘
に

よ
り
、
従
来
「
し
の
だ
」
と
読
ま
れ

て
い
た
知
事
の
苗
字
が
「
し
だ
」
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

③　

小
学
生
や
中
学
生
か
ら
も
、
明
治

十
一
年
の
天
皇
に
よ
る
北
陸
巡
幸
の

際
の
ル
ー
ト
、「
富
山
」
の
地
名
の
由

来
等
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
あ
り
ま
し

た
。
社
会
科
や
総
合
学
習
の
授
業
の

一
環
な
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は

自
分
で
興
味
を
持
っ
て
調
べ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
郷

土
の
歴
史
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え

る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

　
　

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ベ
ル
ギ

ー
在
住
の
方
か
ら
、
歴
代
富
山
藩
主

の
名
前
の
読
み
方
や
藩
主
就
任
の
年

を
教
え
て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ー
ル
で

の
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
苦

労
し
て
英
語
で
回
答
し
ま
し
た
が
、

翌
日
に
は
お
礼
の
メ
ー
ル
が
届
い
た

こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
他
、
県
内
の
地
名
の
由
来
や
古

文
書
の
読
み
方
・
意
味
に
関
す
る
レ
フ

ァ
レ
ン
ス
も
数
多
く
あ
り
ま
し
た
。

姉倉比賣神社（富山市呉羽）
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9/9
9/16
9/22

6/10
6/24

7/8
歴史講座�

古文書教室�
入門コース�

古文書教室�
中級実践コース�

展　示�

特別企画展�
記念講演�

講師／兼子 心氏　伊藤 克江氏　浦田 正吉氏�
　　　草 卓人氏　根津 明義氏�

常設展……テーマ／「富山県の誕生と県政の動き」�

特別企画展……テーマ／「幕末の越中－激動の時代を生きる－」　10/1～11/14
　　　　　　　　　　　　　　　※特別企画展中は土日祝日も展示室を公開します�

10/17㈰
講師／米原 寛先生�
　　　（富山県立山博物館館長）�

（募集）10/12～10/22

（募集）8/2～8/12
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11/18
11/25

5
●�

6
●�

7
●�

8
●�

9
●�

10
●�

11
●�

12
●�

1
●�

月�

催事�

■公文書館催し物案内�

古
文
書
の
情
報
を�

　
　
　
　
　
求
め
て
い
ま
す�

古
文
書
の
情
報
を�

　
　
　
　
　
求
め
て
い
ま
す�

至
小
杉�

県立図書館�

呉羽山公園�

県
立
図
書
館
前�

埋蔵文化財�
センター�

弓道場�

富山県公文書館�

至
富
山�

至
小
杉�

利
　
用
　
案
　
内�

利
　
用
　
案
　
内�

開
館
時
間

月
曜
〜
金
曜　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

休 
館 
日

土
曜
日
、日
曜
日
、国
民
の
祝
日
・
休
日

年
末
・
年
始
（　

／　

〜
１
／
４
）

１２

２８

公
文
書
館
だ
よ
り　

第
三
十
五
号

平
成
十
六
年
七
月
一
日
発
行

　
　

編
集
・
発
行

　
　

富
山
県
公
文
書
館

　
　

〒
九
三
〇
―
〇
一
一
五

　
　

富
山
市
茶
屋
町
三
三
―
二

　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

〇
七
六
―
四
三
四
―
四
〇
五
〇

　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
六
―
四
三
四
―
四
〇
九
三

　
　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://www.pref.toyam
a.jp/branches/1
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書
庫
や
蔵
の
片
す
み
で
、
人
知
れ
ず

ほ
こ
り
を
か
ぶ
っ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
眠

っ
て
い
る
古
文
書
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

生
活
の
中
で
不
要
に
な
っ
た
古
い
資
料

で
あ
っ
て
も
、
人
々
の
活
動
を
代
弁
す

る
記
録
で
あ
り
、
ま
た
人
々
の
記
憶
が

集
積
さ
れ
た
貴
重
な
財
産
な
の
で
す
。

　
「
自
宅
や
知
人
宅
に
古
文
書
が
あ
る
」

と
い
う
情
報
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
是
非

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ま
た
、「
古
文
書
が

読
め
な
い
」、「
古
文
書
に
つ
い
て
知
り

た
い
」
と

い
う
場
合

も
、
お
気

軽
に
公
文

書
館
に
お

問
い
合
わ

せ
く
だ
さ

い
。

高堂家寄贈文書
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今
年
は
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
り
日
本
が
開
国
し

て
か
ら
百
五
十
年
目
と
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、

当
館
で
は
「
幕
末
の
越
中
」
と
題
し
て
、
開
国
後

の
激
動
の
時
代
を
生
き
る
越
中
の
人
々
や
加
賀

藩
・
富
山
藩
の
様
子
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

多
く
の
方
々
の
来
館
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

（
開
催
期
間　

十
月
一
日
〜
十
一
月
十
四
日
）


