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北条早雲碑
（根古屋・興国寺城跡）

本
年
度
第
二
回
企
画
展
の
テ
ー
マ
は
「
戦
国
時
代
」
で
あ
る
。

「
明
治
」
を
冠
し
、
近
代
史
を
主
と
す
る
当
館
で
な
ぜ
戦
国
時

代
？
と
思
わ
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で

経
緯
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

平
成
八
年
（
一
九
九
六
）、
富
士
・
沼
津
・
三
島
三
市
博
物
館

連
絡
協
議
会
が
結
成
さ
れ
、
翌
年
度
か
ら
二
二
年
度
ま
で
の
間
、

富
士
市
立
博
物
館
・
沼
津
市
歴
史
民
俗
資
料
館
（
平
成
二
二
年

度
は
沼
津
市
明
治
史
料
館
）・
三
島
市
郷
土
資
料
館
の
三
館
に

よ
っ
て
一
四
回
の
共
同
企
画
展
を
開
催
し
た
。
平
成
二
三
年
度

か
ら
三
島
市
郷
土
資
料
館
が
、
二
六
年
度
か
ら
富
士
市
立
博
物

館
が
、
そ
れ
ぞ
れ
耐
震
補
強
工
事
と
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
為
に
長

期
休
館
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
二
三
〜
二
七
年
度
は
共
同
企
画

展
を
休
止
し
、
三
市
事
業
と
し
て
文
化
財
講
座
な
ど
を
開
催
し

て
き
た
。

本
年
四
月
、
富
士
市
立
博
物
館
が
富
士
山
か
ぐ
や
姫
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
、
久
々
に
足
並
み

が
揃
っ
た
た
め
、
共
同
企
画
展
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
前
開
催
し
て
い
た
共
同
企
画
展
は
三
市
合
同
の
展
示
を
各
館

で
順
番
に
開
催
し
て
い
た
巡
回
展
形
式
で
あ
っ
た
が
、
今
回
は

共
通
の
テ
ー
マ
で
三
市
の
博
物
館
が
そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
展
を
ほ

ぼ
同
時
期
に
開
催
す
る
と
い
う
形
式
に
し
た
。
こ
れ
は
三
市
協

議
会
と
し
て
は
初
の
試
み
で
あ
り
、
県
内
で
も
あ
ま
り
例
が
な

い
も
の
と
思
う
。
共
通
テ
ー
マ
で
合
同
展
を
開
催
す
る
と
い
う

こ
と
の
目
的
と
し
て
、
例
え
ば
ふ
だ
ん
沼
津
に
は
来
な
い
富
士

市
の
観
覧
者
を
沼
津
に
呼
ぶ
と
い
う
、
相
乗
効
果
を
狙
っ
た
こ

と
は
否
定
し
な
い
。
む
し
ろ
三
市
全
て
を
観
て
い
た
だ
く
た
め

に
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
こ
に
は
、

学
芸
員
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
方
に
展
示
を
観
て
い
た
だ
き
た

い
と
い
う
純
粋
な
願
い
が
あ
る
。
観
覧
者
の
み
な
さ
ま
に
と
っ

て
は
、
以
前
の
巡
回
展
方
式
な
ら
ば
ご
自
分
が
お
住
ま
い
の
市

の
館
に
一
度
行
け
ば
三
館
の
展
示
を
観
る
こ
と
が
で
き
て
、
い

わ
ば
「
一
粒
で
三
度
美
味
し
い
」
企
画
だ
っ
た
の
に
、
と
思
わ

れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
企
画
し
た
者
と
し
て
は
、

是
非
、
会
期
中
に
三
館
を
巡
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
展
示
を
ご
観

覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
展
示
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
、

面
積
だ
け
と
っ
て
も
単
純
計
算
で
巡
回
展
の
三
倍
の
面
積
で
あ

り
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
館
の
担
当
者
が
存
分
に

趣
向
を
凝
ら
し
た
見
応
え
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。

さ
て
、
形
式
は
決
ま
っ
た
が
、
何
を
テ
ー
マ
と
す
る
か
で
あ

る
。「
三
市
に
共
通
す
る
歴
史
的
・
民
俗
的
テ
ー
マ
」
と
言
葉
に

す
れ
ば
簡
単
だ
が
、
一
本
の
企
画
展
と
し
て
実
現
で
き
る
テ
ー

マ
と
な
る
と
、
こ
れ
が
あ
り
そ
う
で
な
か
な
か
な
い
。
当
然
な

が
ら
三
市
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
地
理
的
、
歴
史
的
背
景
を
持
っ

て
い
る
し
、
博
物
館
と
し
て
も
資
料
・
情
報
の
収
集
、
収
蔵
状

況
な
ど
も
含
め
て
得
手
不
得
手
も
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
担
当
す
る

学
芸
員
に
し
て
も
得
手
不
得
手
が
あ
る
。
そ
ん
な
状
況
で
三
市

の
学
芸
員
た
ち
が
模
索
し
、
検
討
を
重
ね
た
結
果
が
「
戦
国
時

企
画
展
に
寄
せ
て

「
駿
豆
争
乱　

国く
に
ざ
か
い境
の
攻
防
」

富
士
・
沼
津
・
三
島
３
市
博
物
館
共
同
企
画
展

駿
東
・
北
伊
豆
の
戦
国
時
代

〈
三
島
展
〉「
北
条
五
代
と
山
中
城
」
三
島
市
郷
土
資
料
館 

平
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年
一
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一
五
日（
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二
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二
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〈
沼
津
展
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沼
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史
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平
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一
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平
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一
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日
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〈
富
士
展
〉「
三
国
同
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」
富
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山
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姫
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

平
成
二
八
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一
二
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一
七
日（
土
）～
平
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二
九
年
二
月
二
六
日（
日
）



長浜城跡航空写真
（沼津市文化財センター提供）

興国寺城跡航空写真
（沼津市文化財センター提供）

代
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
「
戦
国
時
代
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
企
画

展
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
、
昨
年
度
は
そ
の
準
備
段
階
と
し

て
、
三
島
・
沼
津
の
城
跡
め
ぐ
り
バ
ス
ツ
ア
ー
と
前
田
利
久
氏

（
清
水
国
際
高
等
学
校
教
頭
）
を
講
師
に
招
い
た
文
化
財
講
座

「
駿
東
・
北
伊
豆
の
戦
国
時
代
」
を
開
催
し
た
。
本
年
度
の
共
同

企
画
展
は
、
三
市
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
残
さ
れ
た
戦
国
時
代
の

古
文
書
、
資
料
な
ど
を
展
示
し
、
各
地
域
の
戦
国
時
代
の
歴
史

を
紹
介
す
る
も
の
と
な
る
。
一
館
の
展
示
を
観
る
だ
け
で
も
各

市
の
戦
国
時
代
の
様
子
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
が
、
三
つ
の
展

示
を
観
れ
ば
、
駿
東
・
北
伊
豆
の
戦
国
時
代
の
様
子
を
よ
り
深

く
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
い
う
仕
掛
け
で
あ
る
。

三
島
市
は
「
北
条
五
代
と
山
中
城
」、
富
士
市
は
「
三
国
同
盟

と
そ
の
周
辺
」
と
題
し
た
が
、
当
館
で
開
催
す
る
沼
津
展
は
「
駿

豆
争
乱
　
国
境
の
攻
防
」
と
題
し
た
。
両
市
の
よ
う
に
焦
点
を

絞
ら
ず
、
伊
勢
宗
瑞
（
北
条
早
雲
）
の
興
国
寺
城
で
の
旗
揚
げ

か
ら
伊
豆
討
入
り
、
河
東
一
乱
、
駿
州
錯
乱
、
甲
相
合
戦
と
い
っ

た
今
川
氏
・
北
条
氏
・
武
田
氏
の
三
つ
巴
の
争
い
、
豊
臣
秀
吉

に
よ
る
小
田
原
征
伐
ま
で
の
戦
国
時
代
の
始
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
の
約
百
年
間
を
概
観
し
、
今
川
氏
・
北
条
氏
・
武
田
氏
ら
が
、

時
に
激
し
く
争
い
、
時
に
和
睦
し
た
「
境
目
」
の
地
で
あ
っ
た

と
い
う
特
色
を
表
現
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

実
は
、
沼
津
市
域
に
は
こ
れ
ら
の
戦
国
大
名
た
ち
が
発
給
し

た
文
書
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
数
多
く
残
さ
れ
て
い

る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
、
沼
津
が
「
境
目
」
の
土
地
で
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
る
も
の
で
、
沼
津
と
い
う
地
域
の
特
色
で
も
あ
る
。

本
展
で
は
、
伊
勢
宗
瑞
の
姉
妹
で
あ
る
北
川
殿
が
沼
津
道
場
（
西

光
寺
の
前
身
）
に
発
給
し
た
文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
の
「
寄

進
状
」（
現
存
す
る
市
内
最
古
の
文
書
で
当
市
指
定
文
化
財
と

な
っ
て
い
る
）
か
ら
、
今
川
氏
親
の
妻
で
「
女
戦
国
大
名
」
の

異
名
を
と
る
寿
桂
尼
の
印
判
状
、
虎
印
判
と
し
て
知
ら
れ
る
北

条
氏
の
印
判
状
、
武
田
信
玄
の
沼
津
支
配
を
物
語
る
判
物
、
三

大
名
の
間
を
強
か
に
生
き
延
び
よ
う
と
し
て
い
た
葛
山
氏
の
判

物
、
徳
川
家
康
の
配
下
で
沼
津
を
治
め
た
松
平
康
次
の
判
物
、

豊
臣
秀
吉
が
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
小
田
原
攻
め
に
際

し
て
発
給
し
た
「
禁
制
」
ま
で
、
戦
国
時
代
を
通
じ
て
重
要
な

局
面
を
語
る
文
書
の
「
本
物
」
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、

昨
年
度
バ
ス
ツ
ア
ー
を
開
催
し
た
よ
う
に
、
沼
津
に
は
戦
国
時

代
に
築
か
れ
た
城
跡
も
残
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
が
国

指
定
史
跡
と
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
先
に
触
れ
た
興
国
寺
城

跡
、
も
う
ひ
と
つ
は
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
北
条
氏
が
水

軍
の
最
前
線
基
地
と
し
て
築
城
し
た
長
浜
城
跡
（
昨
年
、
史
跡

公
園
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
）
で
あ
る
。
ま
た
、
武
田
氏
が
対

北
条
氏
の
最
前
線
と
し
て
築
い
た
三
枚
橋
城
も
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
城
跡
の
こ
と
も
併
せ
て
紹
介
し
た
い
。

余
談
だ
が
、
博
物
館
の
学
芸
員
と
い
う
職
に
あ
る
の
で
、
近

代
史
を
専
門
と
す
る
自
分
は
百
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
の
文
書
を
見

る
、
触
る
機
会
は
日
常
的
に
あ
る
し
、
江
戸
時
代
も
後
期
で
あ

れ
ば
そ
う
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
五
百
年

前
の
古
文
書
と
な
る
と
、
間
近
に
見
る
機
会
も
、
ま
し
て
や
直

に
触
れ
る
機
会
な
ど
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
今
回
は

学
芸
員
と
し
て
も
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
は

望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
墨
で
書
か
れ
た
薄
汚
い
和

紙
が
並
ん
で
い
る
だ
け
の
地
味
な
展
示
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
が
、「
本
物
」
が
持
つ
迫
力
と
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
文

書
が
語
る
戦
国
時
代
の
沼
津
の
様
子
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ

ば
幸
い
で
あ
る
。

沼
津
展
を
担
当
し
て
い
る
学
芸
員
の
私
も
、
富
士
展
、
三
島

展
の
詳
細
ま
で
は
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
展

が
開
く
の
を
楽
し
み
に
、
自
館
の
展
示
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。

ご
来
館
お
ま
ち
し
て
お
り
ま
す
。
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☆「戦時中のくらしを体験しよう」
　　　 ８月３日（水）　参加人数…30人
☆「平和を考える戦争史跡めぐり」
　　　 ８月5日（金）　参加人数…23人
　　　 ８月7日（日）　参加人数…19人
☆「高校生のための1日学芸員体験講座」
　　　 ８月9日（火）　参加人数…14人

真夏の暑さの中、
みなさんお疲れ様でした！

９月３日から10月１日の毎土曜日午前中、全５回で「古
文書入門講座」を開催しました。この講座は当館開館の翌年
（昭和60年）から続いている、初心者向けの古文書解読講
座です。今年は20人が受講しました。
歴史系の展覧会に展示してある古文書を見て「何て書いて
あるのだろう？ 読めたらいいのに」と思ったことはありま
せんか？　そんな方にお勧めのこの講座では、地元の江戸時
代に書かれた地方文書（じがたもんじょ）をテキストにして、
基本的なくずし字の読み方を学びます。毎年９月に開催しま
すので、受講希望の方は明治史料館までお問合せください。
ご参加お待ちしております。
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ん
と
う
ぐ
ん 

お
お
ひ
ら
む
ら
く
み
が
し
ら
し
ち
ろ
う
え
も
ん
ぎ

　
　
　
　 

と
う
は
る

い
か
が
の
こ
と
に
そ
う
ろ
う
や
じ
ょ
う
し
ょ
う
い
た
し
い
ず
か
た
と
こ
れ
な
く
た
し
ゅ
つ
い
た
し
そ
う
ろ
う
あ
い
だ

し
ゅ
じ
ゅ
と
あ
い
た
ず
ね
そ
う
ら
え
ど
も

　
　い
っ
こ
う
ゆ
く
え
あ
い
し
れ
も
う
さ
ず
そ
う
ろ
う
に
つ
き

お
や
し
き
さ
ま
へ
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
し
ゅ
っ
ぽ
ん
の
と
ど
け
も
う
し
あ
げ
そ
う
ろ
う
と
こ
ろ
こ
の
せ
つ

び
ょ
う
き
へ
い
ゆ
い
た
し
き
ん
そ
ん
の
し
ん
る
い
う
ち
（
に
）
ひ
き
こ
も
り
お
り
そ
う
ろ
う
よ
し

し
か
る
と
こ
ろ
ろ
う
す
い
に
お
よ
び
そ
う
ろ
う
ふ
ぼ
な
ら
び
に
さ
い
し
よ
う
い
く
も
な
り
が
た
く

な
げ
か
わ
し
く
ぞ
ん
じ

　ど
う
に
ん
く
み
あ
い
と
も
な
に
と
ぞ
き
そ
ん
ご
し
ゃ
め
ん

の
ほ
ど
ね
が
い
あ
げ
く
れ
そ
う
ろ
う
よ
う
た
び
た
び
わ
た
し
か
た
へ
ま
い
り
そ
う
ろ
う
に
つ
き
み
ぎ
だ
ん

ね
が
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
な
に
と
ぞ
お
そ
れ
な
が
ら

ご
れ
ん
び
ん
を
も
っ
て

　
　き
そ
ん
ご
し
ゃ
め
ん
な
し
く
だ
さ
れ
そ
う
ろ
う
よ
う

　ひ
と
え
に

ね
が
い
あ
げ
た
て
ま
つ
り
そ
う
ろ
う
い
じ
ょ
う

11月７日（月）
から

11月11日（金）

―
―

―
―

 　　なくなり次第終了　チラシの裏面が台紙になっています

３市３館

焼夷弾の模型の下
で戦時中の沼津に
ついて、学芸員に
よるレクチャーを
受けました。

古文書入門講座　報告夏のイベント　報告

休館のおしらせ
企画展の展示作業

のため、下記の期間
休館させていただき
ます。

大
平
村
の
作
治
右
衛
門
が
、
出
奔
届
け
を
出

さ
れ
て
近
村
へ
引
篭
っ
て
い
た
七
郎
右
衛
門

の
帰
村
を
許
し
て
欲
し
い
と
地
頭
所
へ
お
願

い
し
た
文
書
　（大
平
原
家
文
書
よ
り
）


