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事
務
引
継
書
考 

　
写
真
の
簿
冊
は
、
戦
後
の
県
庁
事
務
引
継
書
の
一
例
で
あ
る
。
保
存

年
限
が
満
了
し
県
庁
地
下
の
書
庫
か
ら
選
別
さ
れ
文
書
館
に
移
管
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
年
の
前
任
部
長
、
課
長
か
ら
後
任
者
へ
の
引
継

書
に
は
そ
の
当
時
の
部
課
の
所
管
す
る
行
政
課
題
が
洩
れ
な
く
載
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
時
系
列
で
手
繰
れ
ば
県
行
政
の
姿
が
明

確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
。�

　
地
方
自
治
法
や
諸
法
令
に
よ
り
事
務
引
継
書
の
作
成
を
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
機
関
は
多
く
な
い
。
知
事
、
副
知
事
、
出
納
長
、
監
査
委
員

な
ど
は
自
治
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
補
助
機
関
た
る
部
長
以
下
の

一
般
職
に
つ
い
て
は
本
県
の
場
合
何
も
義
務
付
け
は
な
い
。
た
だ
文
書

管
理
規
則
別
表
に
「
法
令
に
基
づ
く
事
務
引
継
書
」
は
長
期
保
存
す
べ

き
も
の
と
規
定
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
事
務
引
継
書
は
フ
ァ
イ
ル
管
理
表

の
定
め
に
よ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
概
ね
部
局
長
五
年
、

室
長
三
年
の
保
存
年
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
会
計
書
類
な
ど
に

つ
い
て
は
別
途
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
他
県
で
は
職

員
倫
理
規
程
や
文
書
引
継
要
領
な
ど
と
い
う
訓
令
で
引
継
書
の
作
成
を

義
務
化
し
て
い
る
例
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。�

　
文
書
館
が
現
在
保
存
し
て
い
る
事
務
引
継
書
は
多
く
な
い
。
そ
の
原

因
は
三
つ
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
そ
も
そ
も
事
務
引
継
書
の
作
成
を

明
示
し
た
法
令
、
訓
令
が
な
い
以
上
、
そ
の
作
成
は
自
由
で
あ
る
こ
と
。

事
実
口
頭
の
引
継
で
済
ま
せ
る
場
合
も
あ
る
し
、
口
頭
で
引
き
継
ぐ
べ

き
事
柄
も
確
か
に
あ
る
。
第
二
に
、
引
継
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、

文
書
法
制
室
に
引
き
継
が
れ
ず
原
課
に
留
ま
っ
た
ま
ま
廃
棄
さ
れ
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。
保
存
す
べ
き
公
文
書
だ
と
い
う
認
識
が
欠
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
後
任
者
が
再
び
異
動
を
す
る
と
き
、
新
し
く
事
務

引
継
書
を
作
成
し
、
前
任
者
か
ら
の
引
継
書
を
廃
棄
す
る
場
合
も
あ
る

だ
ろ
う
。
第
三
に
、
引
継
書
が
作
成
さ
れ
、
文
書
法
制
室
の
県
庁
地
下

の
書
庫
に
引
き
継
が
れ
た
も
の
の
選
別
か
ら
洩
れ
た
と
い
う
可
能
性
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。�

　
あ
る
仕
事
を
し
て
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
遡

っ
て
調
べ
た
い
と
思
う
と
き
が
あ
る
。
一
覧
で
き
る
資
料
が
な
け
れ
ば

一
年
一
年
手
繰
り
寄
せ
て
い
く
材
料
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
事

務
引
継
書
で
あ
る
と
思
う
。
去
年
か
ら
今
年
、
何
を
変
え
た
の
か
、
そ

の
と
き
の
担
当
し
た
者
の
記
憶
に
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
は
、
組
織

ナ
レ
ッ
ジ
の
継
承
は
難
し
い
。
事
務
引
継
書
を
、
県
の
説
明
責
任
を
果

た
し
、
後
世
に
残
す
べ
き
公
文
書
と
し
て
も
っ
と
意
識
し
た
い
。�

（
石
本
俊
憲
）�
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影
写
本
　
古
文
書
の
写
し
（
複
製
物
）
を
作

る
こ
と
は
昔
か
ら
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。

今
で
は
、
写
真
の
技
術
が
発
達
し
た
の
で
カ
メ

ラ
で
撮
影
す
る
こ
と
が
普
通
に
な
り
、
デ
ジ
タ

ル
複
製
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
が
、
昔
は
筆
と

墨
を
使
っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
人
間
の
手
で
写
し

（
写
本
）
を
作
成
す
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。�

　
こ
の
、
古
文
書
の
写
本
の
ひ
と
つ
に
「
影
写
本
」

と
呼
ば
れ
る
種
類
の
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

古
文
書
原
本
の
上
に
紙
を
敷
き
、
上
か
ら
文
字

や
図
を
忠
実
に
な
ぞ
っ
て
作
成
し
た
写
本
の
こ

と
で
あ
り
、
原
本
を
横
に
お
い
て
見
な
が
ら
書

き
写
し
た
も
の
に
比
べ
て
精
密
な
写
本
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
大
抵
の
日
本
史

研
究
者
に
は
馴
染
み
の
あ
る
も
の
で
、
少
し
大

き
な
辞
書
（
た
と
え
ば
『
広
辞
苑
』）
に
も
こ
の

言
葉
は
載
っ
て
い
る
。�

　
日
本
国
内
で
、
こ
の
影
写
本
を
多
量
に
作
成

し
所
蔵
し
て
い
る
の
は
東
京
大
学
の
史
料
編
纂

所
で
あ
る
。
こ
こ
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
古

文
書
の
影
写
本
だ
け
で
六
八
〇
〇
冊
、
そ
こ
に

写
さ
れ
て
い
る
古
文
書
の
点
数
は
約
二
〇
万
点

と
言
わ
れ
て
い
る
（
近
藤
成
一
「
古
文
書
目
録

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
」�

http://w
w
w
.nii.ac.jp/C

N
E
W
S/N
45/�

17-18.htm
l

）。�

　
こ
れ
ら
の
影
写
本
は
、
史
料
編
纂
所
の
業
務

に
活
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
日
本
史
の
研

究
者
や
自
治
体
史
編
纂
事
業
な
ど
に
不
可
欠
の

史
料
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
『
広
島
県
史
』

を
編
纂
す
る
際
に
も
多
く
の
影
写
本
が
利
用
さ

れ
て
お
り
、
特
に
古
代
中
世
資
料
編
の
㈿
や
㈸

に
は
影
写
本
か
ら
翻
刻
さ
れ
た
古
文
書
が
多
数

掲
載
さ
れ
て
い
る
。�

　
と
こ
ろ
で
、
東
大
史
料
編
纂
所
が
架
蔵
す
る

影
写
本
の
大
部
分
は
、
明
治
初
期
か
ら
昭
和
戦

前
期
に
か
け
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
古
い
も
の

で
は
作
成
後
百
年
以
上
経
過
し
て
い
る
も
の
も

少
な
く
な
い
。
広
島
県
に
つ
い
て
言
う
と
、
県

内
各
地
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
古
文
書
の
影
写
本

が
作
成
さ
れ
た
の
は
、
多
く
は
明
治
三
十
年
（
一

八
九
七
）
か
ら
翌
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に

か
け
て
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
百
年
と
少
し
経
過

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。�

　
史
料
編
纂
所
の
影
写
本
は
家
別
・
所
蔵
者
別

に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に
は
、
い

つ
ど
こ
の
誰
が
所
蔵
す
る
古
文
書
を
影
写
し
た

の
か
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
百

年
と
少
し
前
、
広
島
県
内
の
ど
こ
の
誰
が
ど
ん

な
古
文
書
を
所
蔵
し
て
い
た
か
が
（
正
確
に
言

え
ば
、
そ
の
一
部
が
）
こ
れ
ら
の
影
写
本
に
よ

っ
て
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
時
間
が

経
過
し
て
い
る
と
、
特
に
個
人
が
所
蔵
し
て
い

た
古
文
書
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
現
在
の
所
蔵
者

を
つ
き
と
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い
た
り

す
る
。
中
に
は
、
戦
災
そ
の
他
で
原
本
そ
の
も

の
が
す
で
に
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
も
あ

り
う
る
。�

　
さ
て
、
広
島
県
史
編
さ
ん
室
が
利
用
さ
せ
て

も
ら
っ
た
影
写
本
の
中
に
、「
横
山
文
書
」
が

あ
る
。
こ
れ
は
、『
広
島
県
史
』
古
代
中
世
資
料

編
㈿
に
「
横
山
林
左
衛
門
氏
旧
蔵
文
書
」
と
し

て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
影
写
本
の
末
尾
に

は
「
安
芸
国
高
宮
郡
鈴
張
村
横
山
林
左
衛
門
所

蔵
明
治
廿
九
年
四
月
採
訪
同
三
十
年
十
月
影

写
了
」
と
あ
り
、
鈴
張
村
（
現
広
島
市
安
佐
北
区
）

の
横
山
林
左
衛
門
と
い
う
人
が
明
治
三
十
年
頃

に
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ

る
が
、
広
島
県
史
編
纂
時
に
は
原
本
の
所
在
が

判
明
せ
ず
、『
広
島
県
史
』
は
東
大
の
影
写
本

を
底
本
と
し
て
活
字
化
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、

こ
の
文
書
の
原
本
の
所
在
は
不
明
の
ま
ま
で

あ
っ
た
。�

　
出
現
し
た
原
本
　
と
こ
ろ
が
、
昨
年
、
当
館

に
寄
託
さ
れ
た
「
片
山
氏
所
蔵
文
書
」
の
中
に
、

こ
の
文
書
の
原
本
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

（
写
真
）。
寄
託
者
の
お
話
に
よ
る
と
、
片
山
家
は
、

今
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
横
山
家
か
ら
別
れ
た
家
で
、

戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
、
こ
の
古
文
書
を
横
山
家

か
ら
譲
り
受
け
た
と
い
う
。
横
山
家
は
江
戸
時

代
よ
り
も
前
か
ら
鈴
張
村
に
居
を
構
え
て
い
た

旧
家
で
あ
り
、
戦
国
時
代
に
は
武
士
で
あ
っ
た

ら
し
い
。�

　
こ
の
文
書
は
、
大
内
義
隆
が
横
山
右
馬
介
真

高
に
安
北
郡
鈴
張
村
の
う
ち
二
三
石
余
の
地
を

宛
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
文
書
の
右
側
（
袖
と

い
う
）
に
大
き
く
書
か
れ
た
の
が
大
内
義
隆
の

花
押
で
、
同
時
代
の
ほ
か
の
戦
国
大
名
の
花

押
と
比
べ
て
も
特
に
大
き
く
立
派
な
も
の
で

あ
る
。�

　
古
文
書
学
的
に
言
う
と
、
こ
の
文
書
の
形

式
は
、
袖
判
下
文
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。�

【
収
蔵
文
書
の
紹
介
】 

天
文
十
一
年
の
大
内
義
隆
下
文 
天
文
十
一
年
の
大
内
義
隆
下
文 

　
（
花
押
）�

下
　
　
　
横
山
右
馬
助
真
高�

　
　
可
レ

令
三

早
領
二

知
安
芸
国
安�

　
　
北
郡
鈴
張
内
弐
拾
三
石
余�

　
　
地
一

事�

右
以
二

件
人
一

所
二

宛
行
一

也
者
、
早�

可
レ

全
二

領
知
一

之
状
如
レ

件�

天
文
十
一
年
十
一
月
十
二
日�

え
い
し
ゃ
ぼ
ん�

す
ず
は
り�

あ
て
お
こ
な�

か

お
う�

そ
で�

そ
で
は
ん
く
だ
し
ぶ
み�
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平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
中

国
・
四
国
地
区
の
文
書
館
・
公
文
書
館
七
館
は

「
第
一
回
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
」
を
共
同

で
企
画
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
六
月
一
日
が
「
公

文
書
館
法
」（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
五

号
）
施
行
の
日
で
あ
る
こ
と
を
記
念
し
た
も
の

で
す
。 

　
当
館
で
は 

①
「
収
蔵
文
書
の
紹
介
」
展
示
「
〜
藩
か
ら
県

へ
〜
広
島
県
の
誕
生
」（
文
書
館
展
示
室
六
月

一
日
〜
三
十
日
） 

②
講
演
会
「
山
内
一
豊
と
そ
の
妻
―
「
功
名
が
辻
」

の
世
界
―
」
及
び
文
書
館
書
庫
案
内
（
情
報
プ

ラ
ザ
多
目
的
ホ
ー
ル
、
文
書
館
書
庫
、
六
月
十

七
日
午
後
一
時
半
か
ら
四
時
）
を
行
い
ま
し
た
。 

　
①
は
、
版
籍
奉
還
、
廃
藩
置
県
、
そ
の
後
の

府
県
統
廃
合
を
経
て
明
治
九
年
に
県
域
が
確
定

し
た
「
広
島
県
」
に
つ
い
て
、
藩
か
ら
県
へ
中

央
集
権
型
の
地
方
組
織
が
成
立
す
る
時
期
の
史

実
を
資
料
で
跡
付
け
た
も
の
で
す
。
ま
た
廃
藩

時
の
武
一
騒
動
や
、
初
期
の
県
令
・
県
知
事
、

県
庁
舎
の
変
遷
等
に
つ
い
て
も
紹
介
し
ま
し
た
。 

　
②
の
講
演
会
は
、
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料
館

が
主
催
し
、
文
書
館
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
広
島
放
送
局
が

後
援
し
た
も
の
で
、
同
館
学
芸
員
藤
田
雅
子
氏

を
講
師
と
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
内
容
は
「
山

内
一
豊
と
そ
の
妻
」
の
実
像
を
資
料
に
基
づ
き

明
ら
か
に
し
た
も
の
で
す
。
大
河
ド
ラ
マ
人
気

も
手
伝
い
二
三
六
名
と
い
う
多
数
の
参
加
者
を

得
ま
し
た
。
そ
の
後
希
望
者
約
七
〇
名
が
文
書

館
書
庫
や
展
示
を
見
学
し
ま
し
た
。
普
段
見
る

こ
と
の
な
い
書
庫
内
を
見
学
し
、
生
の
資
料
の

持
つ
迫
力
に
感
動
し
た
様
子
で
し
た
。 

袖
に
花
押
だ
け
を
据
え
、
差
出
人
の
名
を
書
か

な
い
の
は
尊
大
で
権
威
ば
っ
た
形
式
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
大
内
氏
は
、
応
仁
文
明
の
乱
の
頃
か
ら
、

こ
の
形
式
の
文
書
を
使
い
始
め
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
も
と
も
と
袖
判
下
文
は
、
源
頼
朝
以
来
、

将
軍
や
一
部
の
有
力
武
家
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
足
利
将
軍
家
が
使
用

し
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
形
式
の
文
書
を

使
う
者
は
い
な
く
な
っ
て
い
た
。
大
内
氏
は
、

廃
れ
て
い
た
こ
の
形
式
を
意
図
的
に
「
復
活
」

さ
せ
た
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
政
治
的
文
化
的
伝

統
に
対
す
る
大
内
氏
の
強
い
志
向
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
る
。�

　
こ
の
文
書
が
作
ら
れ
た
天
文
十
一
年
（
一
五

四
二
）
と
い
う
年
は
、
大
内
氏
が
武
田
氏
の
銀

山
城
を
攻
め
落
と
す
こ
と
に
成
功
し
た
次
の
年�

で
、
そ
の
勢
い
で
出
雲
遠
征
を
企
て
た
年
に
あ

た
る
。
大
内
氏
は
、
武
田
氏
を
駆
逐
し
た
後
、

安
芸
国
内
で
所
領
の
宛
行
い
を
し
て
お
り
、
横

山
氏
へ
の
宛
行
い
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
、
横
山
氏
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
同
時
代
の
確
実
な
文
献
史
料
が
な
く
、

こ
の
と
き
大
内
氏
の
旗
下
に
あ
っ
た
こ
と
以
外

に
は
知
り
う
る
事
実
は
な
い
。�

　
も
っ
と
も
、
時
代
が
下
っ
た
史
料
に
は
、
伝

承
と
し
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
文
政
八

年
（
一
八
二
五
）
に
完
成
し
た
「
芸
藩
通
志
」

に
よ
れ
ば
、
高
宮
郡
の
「
故
家
」
の
項
に
次
の

よ
う
な
記
載
が
あ
る
。�

鈴
張
村
横
山
氏
　
先
祖
、
横
山
右
馬
助
真
高
、

大
内
家
人
た
り
、
今
林
左
衛
門
、
幸
右
衛

門
等
其
裔
な
り
、
林
左
衛
門
が
家
に
、
真
高
、

受
領
状
を
蔵
す�

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
真
高
の
「
受
領
状
」

と
い
う
の
が
、
今
こ
こ
で
紹
介
し
て
い
る
大
内

義
隆
下
文
で
あ
る
。
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
こ

こ
に
見
え
る
「
林
左
衛
門
」
と
、
東
大
の
影
写

本
が
作
成
さ
れ
た
明
治
三
十
年
当
時
の
文
書
所

蔵
者
「
横
山
林
左
衛
門
」
と
は
同
一
人
物
で
は

な
い
（
百
年
以
上
離
れ
て
い
る
）。
同
じ
横
山

家
の
、
世
代
を
異
に
す
る
別
人
物
で
あ
ろ
う
。�

　
ま
た
、「
芸
藩
通
志
」
の
高
宮
郡
「
城
墟
」
の

項
に
は
、
次
の
よ
う
に
も
あ
り
、
横
山
真
高
が

鈴
張
村
の
関
山
城
に
拠
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。�関

山
城
　
東
殿
山
　
並
に
鈴
張
村
に
あ
り
、

関
山
は
、
天
文
の
頃
、
横
山
真
高
、
所
居
、

そ
の
裔
、
今
村
内
に
あ
り
、（
以
下
略
）�

　
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
外
に
横
山
氏
の
動
向

（
た
と
え
ば
大
内
氏
が
滅
ん
だ
後
ど
う
し
た
の

か
等
）
に
つ
い
て
は
知
る
す
べ
が
な
い
。
江
戸

時
代
に
は
武
士
を
捨
て
、
鈴
張
村
の
住
人
に

な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
　
　�

（
長
沢 

洋
）�

講演会後行われた文書館見学　展示室（上）　 
古文書書庫（下右）　古文書紹介（下左） 

中
国
・
四
国
地
区
第
一
回
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ 

ウ
ィ
ー
ク（
六
月
一
日
〜
七
日
） 

か
な�

や
ま�
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古
文
書
な
ど
の
古
い
紙
資
料
に
は
、
シ
ミ
や

シ
バ
ン
ム
シ
と
い
っ
た
害
虫
あ
る
い
は
カ
ビ
な

ど
の
菌
類
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
駆
除
す
る
た
め
の
対
策
と

し
て
、
文
書
館
で
は
有
毒
ガ
ス
に
よ
る
燻
蒸
を

長
く
行
っ
て
き
ま
し
た
（
文
書
館
だ
よ
り
第
八

号
参
照
）。
こ
の
方
法
は
殺
虫
・
殺
菌
を
効
果

的
に
行
え
る
こ
と
か
ら
、
文
化
財
の
虫
菌
害
対

策
と
し
て
、
文
書
館
だ
け
で
な
く
博
物
館
や
美

術
館
な
ど
で
も
積
極
的
に
推
奨
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
有
毒
ガ
ス
に
は
オ
ゾ
ン
層
を
破

壊
す
る
物
質
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
昨
年
以

降
そ
の
使
用
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
、
地
球
環
境
や
人
体
へ
の
影
響
に
も
配

慮
し
つ
つ
、
文
化
財
の
性
質
や
虫
菌
害
の
内
容
・

程
度
に
応
じ
た
処
置
を
施
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。�

　
そ
こ
で
広
島
県
立
文
書
館
で
は
、
有
毒
ガ
ス

を
使
っ
た
燻
蒸
に
代
わ
る
方
法
と
し
て
、
段
階

的
な
虫
害
チ
ェ
ッ
ク
と
新
た
な
薬
剤
に
よ
る
燻

蒸
を
昨
年
度
か
ら
始
め
ま
し
た
。
そ
の
方
法
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。�

　
㈰
ま
ず
、
生
き
た
虫
が
い
な
い
か
ど
う
か
、

目
で
確
認
し
ま
す
。
㈪
次
に
、
文
書
が
入
っ
て

い
る
容
器
ご
と
に
ト
ラ
ッ
プ
を
仕
掛
け
、
一
週

間
ほ
ど
様
子
を
見
ま
す
。
㈫
も
し
、
ト
ラ
ッ
プ

に
虫
が
か
か
っ
て
い
た
場
合
、
あ
る
い
は
ト
ラ

ッ
プ
を
仕
掛
け
る
ま
で
も
な
く
目
で
虫
の
存
在

が
確
認
で
き

る
場
合
は
、

ブ
ン
ガ
ノ
ン

Ｖ
Ａ
プ
レ
ー

ト
と
呼
ば
れ

る
薬
剤
を
文

書
が
入
っ
て

い
る
容
器
ご

と
に
入
れ
、

ビ
ニ
ー
ル
シ

ー
ト
な
ど
で
密
封
し
ま
す
。
こ
の
状
態
で
約
一

〜
二
週
間
安
置
し
ま
す
。
㈬
ブ
ン
ガ
ノ
ン
に
よ

る
燻
蒸
が
済
め
ば
、
書
庫
に
搬
入
す
る
前
に
再

度
ト
ラ
ッ
プ
を
容
器
ご
と
に
仕
掛
け
、
生
き
た

虫
が
い
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
㈭
そ
し
て
、

虫
が
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
こ
で

初
め
て
書
庫
へ
搬
入
し
ま
す
。�

　
も
っ
と
も
、
文
書
館
で
受
け
入
れ
る
資
料
に
は
、

行
政
刊
行
物
の
よ
う
に
、
ま
ず
虫
が
い
な
い
こ

と
が
確
実
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
ト
ラ
ッ
プ
を
仕
掛
け
る
ま

で
も
な
く
、
直
ち
に
書
庫
へ
搬
入
す
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。�

　
ブ
ン
ガ
ノ
ン
に
は
殺
虫
・
防
虫
作
用
が
あ
り
、

文
書
や
文
化
財
だ
け
で
な
く
、
家
庭
で
の
衣
類

の
保
管
に
も
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
菌
類
の
害
を
除
去
す
る
効
果
は
あ
り
ま

せ
ん
。
資
料
が
カ
ビ
な
ど
の
被
害
を
受
け
て
い

る
場
合
は
、
外
気
に
当
て
て
乾
燥
さ
せ
、
刷
毛

な
ど
を
使
っ
て
取
り
除
く
か
、
重
度
の
被
害
を

受
け
た
資
料
に
つ
い
て
は
、
専
門
の
修
復
士
に

対
策
を
相
談
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。�

　
も
ち
ろ
ん
、
資
料
の
虫
害
対
策
は
こ
れ
で
万

全
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
書
庫
に
搬

入
し
た
あ
と
で
虫
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
し
、
書
庫
を
開
閉
す
る
際
に
虫
や
菌
類

が
入
り
込
む
こ
と
も
十
分
に
想
定
で
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
書
庫
内
の
状
況
を
一
定
期
間
ご
と

に
点
検
す
る
な
ど
、
で
き
る
だ
け
小
ま
め
な
チ

ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
保
存
管

理
の
あ
り
方
と
し
て
、
重
要
な
こ
と
だ
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
西
向
宏
介
）�

文
書
館
の
し
ご
と
⑨ 

資
料
の
虫
害
対
策 

トラップを仕掛ける 

ブンガノンVAプレートの投入 

ビニールシートでの密封作業 

ジョイント展開催のお知らせ ジョイント展開催のお知らせ 
　戦後　戦後の広島広島を撮影撮影したドキュメンタリー・グラフ『Living HiroshimaLiving Hiroshima（生（生きている広島）広島）』〈昭和〈昭和２４年刊、年刊、
発行責任者発行責任者田中嗣三〉三〉の編集関係資料編集関係資料を中心に、戦後戦後の広島市街広島市街や県内各地各地の風景風景を撮影撮影した写真写真
および関連資料関連資料を展示展示します。�

　戦後の広島を撮影したドキュメンタリー・グラフ『Living Hiroshima（生きている広島）』〈昭和２４年刊、
発行責任者田中嗣三〉の編集関係資料を中心に、戦後の広島市街や県内各地の風景を撮影した写真
および関連資料を展示します。�

広島県立文書館広島県立文書館 広島県立図書館広島県立図書館 広島県立文書館 広島県立図書館 

場所　広島県立文書館展示室 
休館日　土曜日１２時以降、日曜・祝日 

場所　広島県立図書館展示コーナー 
休館日　月曜日、祝日 

戦後広島戦後広島のドキュメンタリー・グラフ 
　－田中嗣三と『生きている広島』－ 

写真写真が語る戦後戦後の広島広島 
　－『生きている広島』を中心に－ 

戦後広島のドキュメンタリー・グラフ 
　－田中嗣三と『生きている広島』－ 

場所　広島県立文書館展示室 
休館日　土曜日１２時以降、日曜・祝日 

写真が語る戦後の広島 
　－『生きている広島』を中心に－ 

場所　広島県立図書館展示コーナー 
休館日　月曜日、祝日 

開催期間　平成１８年７月１１日（火）～９月２２日（金） 開催期間　平成１８年７月１１日（火）～９月２２日（金） 
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新
中
間
書
庫
へ
の
移
転 

廣
島
銀
行『
創
業
百
年
史
』 

編
纂
資
料
の
公
開 

　
広
島
市
南
区
出
汐
町
の
元
広
島
県
地
方
公
務

員
研
修
所
は
一
・
二
階
部
分
を
平
成
十
五
年
四

月
四
日
か
ら
広
島
県
立
文
書
館
中
間
書
庫
と
し

て
使
用
し
て
い
ま
し
た
が
（『
広
島
県
立
文
書

館
だ
よ
り
』
第
二
二
号
に
設
置
報
告
を
掲
載
）、

建
物
の
継
続
使
用
が
不
可
能
と
な
っ
た
た
め
中

間
書
庫
は
急
遽
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

　
新
中
間
書
庫
と
し
て
西
区
観
音
新
町
の
旧
広

島
県
職
員
寮
三
棟
が
充
て
ら
れ
、
今
年
の
二
月

に
移
転
し
ま
し
た
。
文
書
館
か
ら
車
で
一
〇
分

の
近
距
離
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
広
島
デ
ル
タ

の
河
口
地
帯
に
位
置
し
高
潮
や
洪
水
被
害
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の

最
大
潮
位
を
確
認
し
少
し
余
裕
を
持
た
せ
た
位

置
に
書
架
設
置
を
行
い
ま
し
た
。�

　
新
中
間
書
庫
は
広
島
県
教
育
事
業
団
埋
蔵
文

化
財
調
査
室
の
敷
地
・
建
物
に
隣
接
し
一
棟
は

同
調
査
室
と
同
じ
棟
の
東
側
部
分
で
す
（
写
真
）。

残
り
二
棟
は
南
北
に
棟
が
続
き
ま
す
。
建
物
は

築
四
七
年
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二
階
建
て
で

寮
仕
様
の
た
め
多
く
の
小
部
屋
に
分
割
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
食
堂
や
娯
楽
室
と
い
っ

た
少
し
広
い
空
間
を
最
大
限
利
用
す
る
た
め
内

部
を
一
部
改
装
し
ま
し
た
。�

　
ま
た
小
部
屋
は
八
畳
間
で
書
架
の
設
置
は
不

可
能
な
た
め
行
政
文
書
を
段
ボ
ー
ル
に
入
れ
二

段
に
重
ね
て
保
存
す
る
予
定
で
す
。�

　
今
後
、
本
庁
書
庫
で
全
体
の
二
〇
％
程
度
に

緩
や
か
に
選
別
さ
れ
た
行
政
文
書
は
、
次
年
度

文
書
館
に
引
き
渡
さ
れ
、
新
中
間
書
庫
に
移
さ

れ
ま
す
。
そ
し
て
時
間
を
か
け
て
再
度
選
別
さ

れ
減
量
化
が
図
ら
れ
て
い
き
、
完
結
後
三
十
年

の
時
点
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
し
て
保
存
さ
れ
る

も
の
が
確
定
し
ま
す
。�

　
こ
の
新
中
間
書
庫
は
、
県
庁
全
体
の
記
録
管

理
の
一
環
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
役
割
が
十

全
に
は
た
さ
れ
る
よ
う
活
用
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。�

　
株
式
会
社
広
島
銀
行
か
ら
当
館
へ
寄
託
さ
れ

て
い
た
「
廣
島
銀
行
『
創
業
百
年
史
』
編
纂
資
料
」

が
こ
の
た

び
公
開
さ

れ
る
こ
と

に
な
り
ま

し
た
。
こ

の
資
料
は
、

広
島
銀
行
が
『
創
業
百
年
史
』（
昭
和
五
十
四

年
刊
）
の
編
纂
を
行
っ
た
際
に
収
集
・
作
成
し

た
も
の
で
、
創
業
以
来
の
経
営
資
料
を
中
心
に

八
九
〇
〇
点
の
資
料
群
か
ら
な
り
ま
す
。�

　
そ
も
そ
も
広
島
銀
行
の
創
始
は
、
明
治
十
一

年
（
一
八
七
八
）
十
一
月
の
第
六
十
六
国
立
銀

行
の
創
立
（
開
業
は
翌
年
四
月
）
に
ま
で
遡
り

ま
す
。
広
島
県
内
最
初
の
国
立
銀
行
と
し
て
尾

道
で
開
業
し
た
同
行
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八

九
七
）
七
月
に
普
通
銀

行
に
転
換
し
た
後
、
大

正
九
年
（
一
九
二
〇
）

に
県
内
七
行
と
合
併
契

約
を
結
び
、
株
式
会
社

藝
備
銀
行
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
も
県
内
の
数
多

く
の
銀
行
を
吸
収
・
合

併
し
た
同
行
は
、
昭
和

二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）

八
月
六
日
、
被
爆
五
周

年
を
機
に
平
和
都
市
ヒ
ロ
シ
マ
に
ち
な
ん
で
「
廣

島
銀
行
」
と
名
称
変
更
し
、
今
日
に
至
っ
て
い

ま
す
。�

　
資
料
群
の
年
代
は
、
明
治
十
二
年
か
ら
昭
和

六
十
二
年
に
ま
で
及
び
、
そ
の
内
容
は
、
廣
島

銀
行
本
体
の
資
料
、
廣
島
銀
行
に
吸
収
・
合
併

さ
れ
た
銀
行
の
資
料
、
非
前
身
銀
行
の
資
料
と

い
う
三
つ
に
大
別
で
き
ま
す
。
数
量
的
に
最
も

多
い
の
は
芸
備
銀
行
関
係
の
資
料
で
、
営
業
報

告
書
・
支
店
引
継
書
・
株
主
総
会
綴
・
諸
規
則
・

監
査
書
な
ど
を
中
心
と
す
る
資
料
で
占
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
他
各
銀
行
の
資
料
も
ほ
ぼ
こ

れ
と
同
様
の
資
料
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
昭
和
二
十
五
年
に
開
業
し
た
廣
島
銀
行
関
係

の
資
料
に
は
、
銀
行
の
経
営
関
係
資
料
と
、
百

年
史
編
纂
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
資
料
が
あ
り
、

と
く
に
後
者
に
は
、
店
舗
や
関
係
人
物
の
写
真

が
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。�

　
今
回
公
開
さ
れ
た
資
料
群
は
、
単
に
広
島
銀

行
の
経
営
の
歩
み
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
広
島

県
の
経
済
界
全
体
の
動
き
を
知
る
う
え
で
も
貴

重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。�

　
閲
覧
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
当
館

閲
覧
室
に
あ
る
仮
目
録
を
御
覧
下
さ

い
。
な
お
、
こ
れ
ら
資
料
群
に
含
ま

れ
る
写
真
や
複
製
資
料
の
中
に
は
、

著
作
権
法
上
、
利
用
に
注
意
を
要
す

る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

個
人
情
報
を
含
む
資
料
の
利
用
に
つ

い
て
は
、
広
島
銀
行
の
承
諾
が
必
要

で
す
。
こ
れ
ら
の
点
に
留
意
の
う
え
、

御
利
用
下
さ
い
。�

観音新町の新中間書庫と新設の門扉 

正面建物の後に残り2棟がある 

中間書庫の書架と行政文書 
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　�諏
訪
本
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
諏
訪
本
家
は
、
安
芸
郡
熊
野
町
の
旧
家
。
下

張
り
に
元
禄
年
間
の
広
島
藩
庁
文
書
が
使
わ
れ

て
い
る
襖
一
点
。
　
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
一
）�

　�　�　�　�　�　�　�幸
田
光
温
氏
所
蔵
文
書
（
寄
贈
） 

　
山
県
郡
戸
河
内
村
（
現
安
芸
太
田
町
）
の
山
中
、

横
川
小
学
校
（
昭
和
四
十
五
年
廃
校
）
の
「
沿

革
誌
」（
複
製
）
二
点
。
分
教
場
か
ら
国
民
学
校

に
昇
格
さ
せ
た
校
長
・
斎
藤
軍
一
の
教
育
論
な

ど
を
記
す
日
誌
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
二
）�

　�小
山
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
小
山
家
は
広
島
藩
浅
野
家
家
中
。
享
保
十
三

年
（
一
七
二
八
）
の
小
山
源
太
夫
の
知
行
目
録

な
ど
二
点
。
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
三
）�

　�松
浦
繁
登
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
） 

　
大
正
か
ら
昭
和
十
年
代
の
地
図
四
〇
点
。
大

正
初
年
の
広
島
市
地
図
一
点
を
含
む
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
四
）�

渡
田
幹
栄
氏
旧
蔵
文
書
（
寄
贈
） 

　
源
氏
物
語
の
注
釈
書
「
湖
月
抄
」（
六
〇
冊
、

木
箱
入
り
）
や
、「
土
佐
日
記
」「
伊
勢
物
語
」

な
ど
の
古
典
籍
八
四
点
。
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
五
）�

　�望
月
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
明
治
十
年
代
の
高
田
郡
保
垣
村
（
現
安
芸
高

田
市
向
原
町
）
の
地
籍
野
取
帳
、
地
券
な
ど
四

四
点
。
当
時
当
主
は
「
組
合
立
有
留
・
保
垣
村

戸
長
代
理
」
を
勤
め
た
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
六
）�

　�梶
矢
祥
弘
氏
収
集
資
料
（
寄
贈
） 

　
村
名
不
明
の
「
田
方
畝
数
改
帳
」
一
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
七
）�
　�平

野
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
女
性
の
心
が
け
に
関
す
る
教
訓
状
、
平
野
豊

氏
が
昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
、
広
島
市
本
川
小
学

校
に
入
学
し
た
と
き
に
小
学
校
前
で
撮
影
し
た

記
念
写
真
の
複
製
な
ど
全
一
一
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
八
）�

　�世
良
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
世
良
農
彦
は
比
婆
郡
口
北
村
大
月
（
現
庄
原

市
口
和
町
）
の
開
業
医
。
幕
末
か
ら
維
新
に
か

け
て
大
月
村
や
竹
地
谷
村
の
庄
屋
、
戸
長
を
勤

め
た
世
良
興
右
衛
門
は
、
明
治
三
十
七
年
（
一

九
〇
四
）、
官
営
広
島
鉄
山
の
民
間
払
下
げ
に

当
た
り
、
三
次
・
恵
蘇
郡
鉄
山
・
山
林
の
下
げ

戻
し
運
動
を
行
い
、
そ
の
証
拠
書
類
と
し
て
両

郡
で
多
数
の
文
書
を
収
集
し
た
。
世
良
家
文
書

は
こ
れ
ら
の
文
書
も
併
せ
て
三
二
二
八
点
に
及
ぶ
。

合
併
前
の
口
和
町
教
育
委
員
会
を
通
じ
て
寄
贈

さ
れ
た
。
　
　
　
　
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
〇
九
）�

　�　 　�　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 木
村
家
文
書
（
寄
託
） 

　
木
村
家
は
芦
田
郡
府
中
市
村
（
現
府
中
市
）

の
医
家
。
同
家
七
代
木
村
孝
安
が
開
い
た
私
塾

「
学
半
書
院
」
で
所
蔵
さ
れ
て
い
た
漢
書
や
医
学
・

薬
学
・
歴
史
な
ど
の
典
籍
類
三
二
箱
（
木
箱
）。 �

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
〇
）�

　�斎
藤
勝
一
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
） 

　
斎
藤
勝
一
氏
は
呉
警
察
署
に
勤
務
し
、
要
人

の
警
護
を
担
当
し
た
。
人
見
絹
枝
（
第
二
七
号

表
紙
）
と
、
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
厳

島
に
臨
幸
し
た
良
子
皇
太
子
妃
の
写
真
、
計
二
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
一
）�
　�有

元
正
雄
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
） 

　
元
広
島
大
学
教
授
有
元
正
雄
氏
が
『
沼
田
町
史
』

編
さ
ん
時
に
寄
贈
さ
れ
た
沼
田
郡
伴
・
大
塚
村

（
現
広
島
市
安
佐
南
区
）
文
書
と
、『
広
島
県
満

州
開
拓
史
』
編
さ
ん
時
に
収
集
し
た
開
拓
団
各

部
隊
の
体
験
記
・
団
誌
の
複
製
な
ど
二
九
点
。 �

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
二
）�

　�荒
木
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
沼
田
郡
阿
戸
村
（
現
広
島
市
安
佐
南
区
）
で

宮
大
工
を
家
業
と
し
て
い
た
荒
木
家
の
屏
風
二

曲
分
の
下
張
り
文
書
。
三
次
・
法
音
寺
文
書
と

見
ら
れ
る
。
　
　
　
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
三
）�

　�倉
田
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
沼
隈
郡
上
山
南
村
（
現
福
山
市
沼
隈
町
）
倉

田
家
の
襖
三
枚
の
下
張
り
文
書
。
明
治
の
山
南

村
議
案
の
ほ
か
、
賀
茂
郡
小
松
原
村
（
現
東
広

島
市
安
芸
津
町
）
の
庄
屋
文
書
が
あ
る
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
四
）�

　�小
幡
家
文
書
（
寄
託
） 

　
小
幡
家
は
安
芸
郡
下
瀬
野
村
（
現
広
島
市
安

芸
区
）
庄
屋
。
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
下

瀬
野
村
地
詰
帳
一
点
。（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
五
）�

　�宮
本
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
宮
本
産
は
昭
和
三
十
一
年
に
三
次
市
と
合
併

し
た
双
三
郡
川
西
村
の
最
後
の
村
長
を
務
め
た
。

三
谿
郡
江
田
庄
石
原
村
（
現
三
次
市
）「
国
郡

志
御
用
書
出
帳
」
と
漢
籍
を
中
心
と
す
る
典
籍
、

全
二
九
点
。
　
　
　
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
六
）�

諏訪本家の襖 

世羅家文書（鉄山・山林下戻し運動の文書） 

石原家「国郡志御用書上帳」 

平
成
十
七
年
度
に
収
集
し
た
古
文
書 

す

わ

も
と�

と

ご
う
ち�

あ

き�

こ
う

だ

み
つ
は
る�

よ
こ
ご
う�

ほ
が
き�

あ
り
ど
め�

ほ
ん
か
わ�

あ
し

だ�

ふ
ち
ゅ
う
い
ち�

あ

と�

ぬ
ま
く
ま�

ふ
た

み�

み
た
に�

お

ば
た�

か
み
さ
ん

な�

こ
ま
つ
ば
ら�

せ
　
ら�

お

き

え

も

ん�

あ
つ
ひ
こ�

く
ち
き
た�

た
け
ち

だ
に�

み

よ
し�

え

そ�

お
お
つ
き�

ひ

ば�

と
も�
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�

田
中
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
佐
伯
郡
大
君
村
（
現
江
田
島
市
能
美
町
）
の

の
医
師
田
中
礼
文
は
古
医
方
を
学
ん
で
名
声
を

博
し
た
。
同
時
代
の
広
島
藩
主
浅
野
吉
長
の
側
儒
、

堀
南
湖
（
一
六
八
四
〜
一
七
五
三
）
が
著
し
た

漢
文
軸
物
一
点
。
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
七
）�

　�俵
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
俵
茂
氏
は
元
県
庁
職
員
。
昭
和
十
二
年
（
一

九
三
七
）
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
建
築
し
た
広

島
市
南
区
の
自
宅
の
建
築
材
料
受
取
帳
や
、
工

事
の
見
積
り
・
請
求
・
受
取
書
な
ど
四
九
点�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
八
）�

　�篠
村
絵
図
資
料
（
寄
贈
） 

　
明
治
七
年
ご
ろ
の
世
羅
郡
篠
村
（
現
三
原
市

大
和
町
）
の
簡
易
な
山
反
別
絵
図
五
点
。
熊
本

市
の
古
書
店
か
ら
寄
贈
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
一
九
）�

　�島
田
叔
昌
氏
所
蔵
文
書
（
寄
贈
） 

　
広
島
藩
最
後
の
藩
主
で
あ
っ
た
浅
野
長
勲
書

の
三
字
横
額｢

勤
而
整｣

一
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
〇
）�

　�有
坂
隆
道
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
） 

　
元
関
西
大
学
教
授
有
坂
隆
道
氏
が
譲
り
受
け

た
豊
田
郡
末
広
村
「
地
租
改
正
書
類
」
や
、
同

郡
沼
田
東
村
等
役
場
文
書
の
断
簡
な
ど
三
七
点
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
一
）�

　�藤
本
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
安
芸
郡
矢
野
村
（
現
広
島
市
安
芸
区
）
藤
本

家
の
天
保
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
香
奠
帳
な
ど

一
九
点
。 

　
　
　
　
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
二
）�

　�波
多
野
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
波
多
野
幸
右
衛
門
は
明
治
三
十
五
年
（
一
九

〇
二
）
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
双
三
郡
布
野

村
長
を
勤
め
た
。
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）

布
野
町
焼
失
の
記
録
や
「
慶
応
軍
記
」、
幸
右

衛
門
宛
の
手
紙
な
ど
一
八
三
五
点
。
縁
戚
関
係

に
あ
っ
た
世
良
家
に
預
け
ら
れ
、
同
家
文
書
と

一
緒
に
寄
贈
さ
れ
た
　（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
三
）�

　�松
本
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
松
本
家
は
双
三
郡
布
野
村
（
現
三
次
市
布
野
町
）

の
旧
家
。
歌
人
中
村
憲
吉
の
末
弟
に
当
た
る
松

本
益
太
郎
は
、
江
戸
後
期
の
洒
落
本
・
滑
稽
本
・

人
情
本
・
黄
表
紙
な
ど
の
戯
作
本
を
中
心
に
収

集
し
た
。
全
一
八
八
点
。
益
太
郎
妻
の
実
家
世

良
家
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
四
）�

　�小
原
家
文
書
（
寄
贈
） 

　
小
原
家
は
恵
蘇
郡
宮
内
村
（
現
庄
原
市
口

和
町
）
本
宮
権
現
な
ど
の
社
家
。
同
家
系
図
や

神
道
裁
許
状
な
ど
一
二
点
。『
口
和
町
誌
』
編

さ
ん
中
に
収
集
し
た
も
の
で
、
口
和
町
が
庄
原

市
と
合
併
す
る
前
に
寄
贈
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
五
）�

　�田
中
嗣
三
資
料
（
寄
贈
） 

　
県
庁
内
の
広
島
県
観
光
協
会
に
所
属
し
て
い

た
田
中
嗣
三
が
発
行
責
任
者
と
し
て
関
わ
っ
た

『
Ｌ
Ｉ
Ｖ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
　
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
（
生

き
て
い
る
広
島
）』（
昭
和
二
十
四
年
）
の
英
文

原
稿
、
写
真
原
稿
、
関
係
写
真
。
ま
た
、
同
人

が
発
行
し
た
『
回
顧
五
年
　
原
爆
ヒ
ロ
シ
マ
の

記
録
』（
昭
和
二
十
五
年
）
に
掲
載
し
た
被
爆

後
五
年
間
の
主
要
な
新
聞
記
事
の
筆
写
原
稿
な
ど
。

全
四
四
一
点
が
県
立
図
書
館
か
ら
移
管
さ
れ
た
。�

（
請
求
番
号
二
〇
〇
五
二
六
）�

　�　
こ
の
ほ
か
、
野
坂
家
文
書
（
寄
託
、
一
九
八
八

〇
二
）
一
〇
〇
五
点
（
教
科
書
や
絵
葉
書
ア
ル

バ
ム
な
ど
）、
長
船
友
則
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
、

二
〇
〇
四
一
〇
）
一
点
（
大
社
宮
島
鉄
道
営
業
報

告
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
が
追
加
寄
贈
・
寄

託
さ
れ
た
。
ま
た
県
立
図
書
館
か
ら
出
所
不
明

文
書
二
点
（
田
植
歌
と
万
暦
両
面
鑑
）
が
移
管

さ
れ
た
。�

　
平
成
十
六
年
度
の
資
料
集
第
三
集
に
続
き
、

広
島
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室
が
所
蔵
す
る

広
島
藩
家
老
東
城
浅
野
家
の
重
臣
村
上
彦
右
衛

門
邦
裕
の
日
記
『
村
上
家
乗
　
慶
応
三
年
・
明

治
元
年
』
を
刊
行
し
ま
し
た
。
当
館
を
会
場
に

活
動
し
て
い
る
古
文
書
解
読
同
好
会
の
う
ち
第

二
グ
ル
ー
プ
が
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
を
、

第
一
グ
ル
ー
プ
が
明
治
元
年
を
そ
れ
ぞ
れ
テ
キ

ス
ト
に
学
習
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
成
果

を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。�

　
慶
応
三
年
十
月
に
は
大
政
奉
還
、
十
二
月
に

は
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
り
、
明
治

元
年
は
戊
辰
戦
争
と
国
内
は
揺
れ
動
き
ま
し
た
。

日
本
は
近
世
か
ら
近
代
へ
と
、
ま
さ
に
時
代
が

動
い
た
劇
的
な
二
年
間
で
し
た
。
広
島
で
は
未

曾
有
の
物
価
騰
貴
が
起
こ
り
、
各
地
で
起
こ
っ

た
「
世
直
り
躍
り
」（
え
え
じ
ゃ
な
い
か
）
が
広

島
城
下
へ
も
広
が
り
ま
し
た
。
慶
応
三
年
十
二
月
、

堀
川
町
辺
の
諸
所
で
胡
子
・
大
黒
な
ど
の
お
札

が
降
っ
た
こ
と
を
「
村
上
家
乗
」
は
伝
え
て
い

ま
す
。�

　
慶
応
三
年
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
彦

右
衛
門
は
主
家
浅
野
道
興
の
命
を
受
け
て
長
崎

へ
出
張
し
ま
す
。
長
崎
で
は
、
グ
ラ
バ
ー
と
並

ぶ
イ
ギ
リ
ス
の
武
器
商
人
オ
ー
ル
ト
か
ら
銃
砲

を
購
入
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
突
然
の
帰
広
命

令
に
よ
っ
て
断
念
し
ま
す
。
し
か
し
、
長
崎
で

は
オ
ー
ル
ト
の
招
待
で
西
洋
料
理
を
食
べ
た
り
、

英
米
の
軍
艦
に
搭
乗
す
る
機
会
を
得
ま
す
。
こ

の
長
崎
出
張
を
機
に
、
す
で
に
西
洋
時
計
を
入

手
し
て
い
た
彦
右
衛
門
は
、
一
時
的
で
す
が
「
朝

九
字
」
と
い
う
よ
う
な
定
時
法
表
記
を
「
家
乗
」

で
行
う
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。�

せ

ら�

ほ
り
な
ん
こ�

お
お
き
み�

し
の�

よ
し
ま
さ�

な
が
こ
と�

す
え
ひ
ろ�

ふ
　
の�

こ
う
で
ん
ち
ょ
う�

は

だ

の�

え

そ�

つ
ぐ
ぞ
う�

お
さ
ふ
ね�

ひ
が
し�

ぬ

た�
資
料
集「
村
上
家
乗
　
慶
応
三
年
・ 

明
治
元
年
」の
刊
行 

広
文
協
か
ら 

■
平
成
十
七
年
度
第
二
回
研
修
会 

　
平
成
十
八
年
二
月
十
日
（
金
）、
廿
日
市
市

役
所
に
九
市
五
町
一
県
の
一
八
機
関
か
ら
二

五
名
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
テ
ー

マ
は
「
地
方
自
治
体
の
資
料
整
理
と
文
書
管

理
の
課
題
〜
合
併
後
の
課
題
を
中
心
に
〜
」
で
、

廿
日
市
市
の
取
り
組
み
の
現
状
と
課
題
に
つ�



広島県立文書館だより� ２８号�

８�

広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り

第
二
十
八
号 

平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
七
月
二
十
八
日
発
行�

編
集
発
行
　
広
島
県
立
文
書
館�

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
│
四
七�

電
　
　
話
　
〇
八
二
│
二
四
五
│
八
四
四
四�

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
〇
八
二
│
二
四
五
│
四
五
四
一�

印
　
　
刷
　
今
谷
印
刷
株
式
会
社�

利
用
案
内 

＊
月
〜
金
曜
日
　
９
時
〜
１７
時�

＊
土
曜
日
　
　
　
９
時
〜
１２
時�

■
開
館
時
間 

＊
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日�

＊
年
末
年
始
（
１２
月
２８
日
〜
１
月
４
日
）�

■
休

館

日 

＊
Ｊ
Ｒ
広
島
駅
か
ら
バ
ス
（
ベ
イ
シ�

テ
ィ
経
由
元
宇
品
行
き
）
で
「
広
島�

県
情
報
プ
ラ
ザ
前
」
下
車
、
又
は
路�

面
電
車（
紙
屋
町
経
由
広
島
港
行
き
）�

で
広
電
本
社
前
下
車
約
五
〇
〇
ｍ
、�

県
情
報
プ
ラ
ザ
２
Ｆ�

■
交

　

通 

広島市健康づくりセンター 
健康科学館 

至 宇品 

南
千
田
橋 

元 

　安 

　　川 

南
大
橋 

広島県立文書館広島県立文書館 
（広島県（広島県 
　情報情報プラプラザ）ザ） 

広島県立文書館 
（広島県 
　情報プラザ） 

広島大学 

日赤 
病院 

東千田公園 
（広島大学跡地） 

広島市役所 

至　紙屋町 至　広島駅 

国道２号線 

中
消
防
署 

情報�
プラザ前�

たかの橋�

日赤病院前�

広電本社前�

御幸橋�

市役所前�

い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
り
、
現
地
見
学

も
実
施
さ
れ
ま
し
た
。�

田
宮
憲
明
氏
（
教
委
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
）�

　「
廿
日
市
市
の
資
料
整
理
の
経
緯
と�

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」�

武
田
晃
氏
（
総
務
部
総
務
課
）�

　「
廿
日
市
市
の
文
書
管
理
の
現
状
と
課
題
」�

　 ■ 

平
成
十
八
年
度
総
会
・
講
演
会 

　
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日
、
当
館
会
議
室

に
三
二
人
が
参
加
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
平
成
十
七
年
度
事
業
報
告
・
決

算
報
告
、
平
成
十
八
年
度
役
員
選
任
、
事
業

計
画
・
予
算
な
ど
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
総

会
終
了
後
、
榊
原
幸
一
氏
（
前
大
阪
市
公
文

書
館
）
に
よ
る
「
文
書
管
理
と
公
文
書
館
―

大
阪
市
の
場
合
―
」
と
題
す
る
講
演
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
文
書
分
類
表
に
よ
り
現
用
文
書

管
理
と
歴
史
文
書
選
別
を
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ

ク
に
統
合
し
て
い
る
大
阪
市
の
方
式
は
、
参

加
者
に
大
い
な
る
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
し
た
。�

　
�

　
�

　
�

5
月
24
日
�

5
月
31
日
�

6
月
1
日
�

　
�

6
月
2
日
�

　
�

　
�

6
月
11
日
�

6
月
15
日
�

　
�

6
月
25
日
�

　
�

�7
月
1
日
�

　
�

7
月
16
日
�

7
月
29
日
�

7
月
31
日
�

9
月
5
日
�

�10
月
4
日
�

10
月
5
日
�

　
�

　
�

�11
月
12
日
�

　
�

11
月
28
日
�

　
�

12
月
8
日
�

　
�

12
月
27
日
�

　
�

1
月
28
日
�

1
月
31
日
�

2
月
10
日
�

　
�

2
月
20
日
�

3
月
10
日
�

　
�

3
月
13
日
�

　
�

　
�

3
月
25
日
�

　
�

　
�

3
月
31
日
�

�　
�

　
�

文
書
調
査
員
会
議
�

広
文
協
総
会
�

広
島
女
学
院
大
学
古
文
書
学
実
習
・

館
内
見
学
�

収
蔵
文
書
の
紹
介
「『
旧
跡
ノ
絵
』

と
浄
土
真
宗
『
二
十
四
輩
巡
拝
』」

開
始
�

古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講
�

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
お
好
み
ワ
イ
ド
広
島
」

で
図
書
館
・
文
書
館
を
生
中
継
�

東
広
島
市
で
出
張
展
示
「
こ
ん
な

に
大
変
!!
割
庄
屋
の
お
仕
事
」

開
始
�

収
蔵
文
書
の
紹
介
「
資
料
が
語
る

被
爆
60
年
」開
催（
〜
9
月
7
日
）�

続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講
�

行
政
文
書
を
中
間
書
庫
へ
搬
入
�

文
書
館
だ
よ
り
26
号
刊
行
�

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
受
入
開
始
（
〜

9
月
16
日
）�

広
文
協
研
修
会
（
於
広
島
市
）�

収
蔵
文
書
の
紹
介
「
写
真
・
絵
は

が
き
で
見
る
広
島
の
共
進
会
・
博

覧
会

―
 
明
治
・
大
正
・
昭
和
初

期

―
」
開
始
�

東
広
島
市
吉
川
公
民
館
で
講
演
「
広

島
藩
の
割
庄
屋
文
書
」（
長
沢
）�

行
政
文
書
古
文
書
保
存
管
理
講
習

会
�

ブ
ン
ガ
ノ
ン
に
よ
る
燻
蒸
を
は
じ

め
る
�

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
の
た
め
文
書
館

入
口
階
段
な
ど
を
閉
鎖
�

県
立
広
島
大
学
古
文
書
実
習
�

文
書
館
だ
よ
り
27
号
刊
行
�

広
文
協
研
修
会
を
廿
日
市
市
で
開

催
�

中
間
書
庫
移
転
（
〜
24
日
）�

労
働
委
員
会
事
務
局
よ
り
行
政
文

書
の
引
渡
し
を
受
け
る
�

収
蔵
文
書
展
「
京
橋
町
・
保
田
家

文
書
展
〜
広
島
城
下
商
家
の
活
動

と
文
化
」
開
催
（
〜
5
月
30
日
）�

文
書
館
講
演
会
「
広
島
城
下
商
家

の
活
動
と
文
化
〜
京
橋
町
・
保
田

家
文
書
展
に
よ
せ
て
」
開
催
（
西
村
）�

資
料
集
第
4
集
『
村
上
家
乗
　

慶
応
三
年
・
明
治
元
年
』
刊
行
�

平
成
十
七
年
度
の
主
な
で
き
ご
と 

収蔵文書の紹介「写真・絵はがきで見る 

広島の共進会・博覧会」 

廿日市市郷土資料室見学 


