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よ
う
な
、
心
を
か
き
む
し
り
、
世
の
金
持
ち

ど
も
に
一
〇
〇
億
出
し
て
も
買
い
た
い
と
思

わ
せ
る
も
の
を
作
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

そ
こ
ま
で
で
は
な
い
。

な
に
よ
り
い
ち
ば
ん
の
問
題
は
、
日
本
人

が
美
術
に
金
を
落
と
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

ご
存
知
で
あ
ろ
う
か
、
日
本
人
は
ひ
と
り

あ
た
り
の
美
術
購
入
金
額
が
他
国
に
比
べ
極

端
に
少
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
の
た
っ
た
五
％

な
の
だ
。
そ
の
た
め
、
い
い
作
家
を
送
り
出

し
て
も
、
認
知
さ
れ
る
の
に
時
間
が
か
か
り

す
ぎ
る
。
言
い
訳
は
い
く
ら
も
み
つ
か
る
。

た
だ
こ
れ
は
異
常
と
も
い
え
る
状
況
だ
。

ま
だ
、
こ
れ
か
ら
、
や
る
べ
き
こ
と
は
多

い
。
世
界
の
人
に
も
、
日
本
人
に
も
日
本
の

芸
術
を
購
っ
て
も
ら
う
。
所
有
し
て
み
な
け

れ
ば
、
本
当
の
芸
術
は
わ
か
ら
な
い
。

ぜ
ひ
皆
さ
ん
に
も
、
応
援
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

な
画
家
で
は
な
く
、
古
美
術
を
扱
う
眼
を
も

っ
て
も
満
足
で
き
る
、
信
頼
で
き
る
画
家
を

探
し
た
。
な
か
な
か
い
な
か
っ
た
が
、
よ
う

や
く
見
つ
け
た
の
が
池い

け
な
が永
康や

す
な
り晟
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
女
を
独
自
の
技
法
で
描
く
。
彼
の
強

み
は
、
誰
も
ま
ね
で
き
な
い
独
自
の
茶
色
く

粗
い
絵
肌
と
、
繊
細
で
圧
倒
的
な
デ
ッ
サ
ン

力
だ
。

彼
と
、
江
戸
か
ら
昭
和
の
伝
統
的
な
『
美

人
画
』
の
世
界
を
つ
な
ぎ
、
古
美
術
商
兼
現

代
ア
ー
ト
画
廊
と
し
て
ウ
チ
の
売
り
に
し
た
。

こ
の
作
戦
が
う
ま
く
い
っ
た
の
か
、
近
ご

ろ
、
美
術
界
隈
は
「
美
人
画
ブ
ー
ム
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
何
人
か
の
「
美
人

画
家
」
を
世
に
送
り
出
し
た
が
、
ほ
か
の
画

廊
や
美
術
館
も
ま
ね
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

最
初
は
ま
る
で
売
れ
な
か
っ
た
池
永
も
、

今
で
は
、
展
覧
会
初
日
に
人
が
殺
到
し
て
売

り
切
れ
る
。

だ
が
、
ま
だ
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。

「
ブ
ー
ム
」
が
本
当
に
美
術
史
を
変
え
る

よ
う
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

ま
だ
ま
だ
だ
ろ
う
。

か
つ
て
ク
リ
ム
ト
や
エ
ゴ
ン
・
シ
ー
レ
が

一
九
世
紀
末
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
成
し
遂
げ
た

「
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
東
京
」
と
い
う
日
本
最

大
の
美
術
展
示
会
が
、
今
年
も
三
月
、
行
わ

れ
た
。
弊
社
は
画
廊
「
秋
華
洞
」
と
し
て
、

現
代
画
家
五
名
に
よ
る
「
美
人
画
」
二
〇
点

ほ
ど
と
、
数
点
の
江
戸
や
昭
和
の
美
人
画
を

提
示
し
、
日
本
に
お
け
る
、
人
物
表
現
の
変

遷
を
示
し
た
。

筆
者
は
、
一
五
年
ほ
ど
前
か
ら
、
美
術
売

買
の
画
廊
を
経
営
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
画

商
と
呼
ば
れ
る
仕
事
で
あ
る
。

も
と
も
と
祖
父
が
は
じ
め
た
家
業
な
の
だ

が
、
本
家
は
親
戚
が
継
い
だ
の
で
、
父
と
あ

ら
た
め
て
銀
座
で
開
業
し
た
。
額
に
入
っ
た

油
絵
を
扱
う
画
廊
で
は
な
く
、
掛
け
軸
や
古

文
書
を
当
初
は
扱
っ
て
い
た
。

ア
ー
ト
フ
ェ
ア
東
京
は
、
そ
も
そ
も
現

代
ア
ー
ト
の
見
本
市
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い

る
。
最
近
で
は
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
が
「
ア
ー

ト
」
の
典
型
例
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
せ
い

か
、
こ
の
フ
ェ
ア
で
は
掛
け
軸
な
ど
の
地
味

な
も
の
を
並
べ
て
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
お
客
様

の
反
応
が
な
い
。

こ
の
フ
ェ
ア
で
も
お
客
を
つ
か
み
た
い
。

だ
か
ら
、
こ
の
場
所
で
勝
負
で
き
る
、
生
き

て
い
る
画
家
が
ほ
し
か
っ
た
。
だ
が
、
軽
薄

歴史を知る楽しさ、そして歴史が
教えてくれる意義を広めていきたい
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設
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博
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佐
藤 

宏
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ヒ
ス
カ
ル
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
刊
行
開
始

考
古
か
ら
現
代
ま
で
各
時
代
の
ポ
イ
ン
ト
を
、

第
一
線
で
活
躍
す
る
研
究
者
が
、
豊
富
な
ビ
ジ
ュ

ア
ル
と
図
版
を
用
い
て
平
明
に
解
説
し
ま
す
。

『
旧
石
器
時
代
︱
日
本
文
化
の
起
源
﹄

『
弥
生
時
代
︱
邪
馬
台
国
へ
の
道
﹄

弥生時代の内容
第１章 弥生人と弥生文化
第２章 弥生人の暮らし
第３章 墓と祭祀
第４章 生産と流通

長野県八風山2遺跡の基部加工尖頭形石器

住
み
や
す
か
っ
た
日
本
列
島

日
本
列
島
に
、
四
万
年
前
に
現
生
人
類
が

出
現
す
る
と
、
瞬ま

た
たく

間
に
列
島
中
に
広
が
り
、

人
口
は
急
速
に
増
大
し
た
。
旧
石
器
時
代
の

遺
跡
の
総
数
は
一
万
四
五
〇
〇
に
及
び
、
こ

の
遺
跡
数
と
密
度
は
世
界
一
に
近
い
。
そ
れ

ほ
ど
氷
期
の
日
本
列
島
は
人
び
と
の
生
活
に

適
し
た
地
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
以
降
、
日
本
列
島
は
、
集
団
構
成
が

劇
的
に
転
換
す
る
よ
う
な
大
規
模
な
人
口
移

動
は
観
察
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
最

初
に
日
本
列
島
に
登
場
し
た
現
生
人
類
の
集

団
が
、
最
古
の
日
本
人
で
あ
る
と
い
え
る
。

最
古
の
日
本
文
化
は
、こ
れ
ら
の
日
本
人（
現

生
人
類
）
が
生
み
出
し
た
。
そ
れ
は
た
っ
た

ひ
と
つ
の
日
本
文
化
で
は
な
く
、
三
つ
の
旧

石
器
文
化
と
し
て
現
れ
た
。

北
海
道
、
本
州
・
四
国
・
九
州
、
沖
縄
の

三
つ
の
地
は
、
日
本
文
化
が
は
じ
め
て
成
立

し
た
と
き
か
ら
異
な
る
文
化
的
発
展
の
道
を

歩
ん
だ
。
そ
し
て
彼
ら
が
ど
こ
か
ら
来
た
の

か
に
つ
い
て
は
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

で
は
照
射
で
き
な
い
範
囲
も
対
象
と
し
て
い

る
。
我
々
に
と
っ
て
、
ま
っ
た
く
の
異
人
種

と
共
存
す
る
社
会
は
、
想
像
す
ら
で
き
な
い
。

し
か
し
、
遺
物
や
遺
跡
は
残
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
課
題
に
挑
戦
し
な
い
と
、
過
去
を

具
体
的
に
説
明
で
き
な
い
。

新
刊
の
『
旧
石
器
時
代
』
で
は
、
こ
の
課

題
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
内
容
が
現
在
進
行
形
の
た

め
全
体
を
平
易
に
説
明
す
る
こ
と
が
む
ず
か

し
い
こ
と
、
そ
し
て
日
本
列
島
の
旧
石
器
文

化
の
大
部
分
は
、
現
生
人
類
が
登
場
し
た
四

万
年
前
以
降
の
後
期
旧
石
器
時
代
を
対
象
に

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
が
旧
石
器
時
代
の
研
究
者
で
あ
る
と
わ

か
る
と
、
し
ば
し
ば
尋
ね
ら
れ
る
問
い
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
「
ア
フ
リ
カ
が
起
源

で
、
ア
ジ
ア
大
陸
を
通
っ
て
日
本
に
や
っ
て

き
た
」
と
い
う
簡
単
な
説
明
は
、
じ
つ
は
も

は
や
正
確
性
に
欠
け
て
い
る
。
新
種
の
人
類

が
ア
ジ
ア
で
誕
生
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

が
判
明
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。

当
然
彼
ら
は
特
有
の
文
化
や
社
会
を
持
っ

て
い
た
は
ず
な
の
で
、
そ
れ
ら
は
考
古
学
的

証
拠
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

問
題
は
こ
う
し
た
「
新
し
い
文
化
」
を
、
旧

来
の
証
拠
の
中
か
ら
ど
の
よ
う
に
区
別
で
き

る
か
に
あ
る
。

た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
同
時
存
在
し
た
異
人

種
間
で
は
、
言
葉
は
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
年
の
遺
伝
研
究
か
ら
、
異
人
種
間
の
混
血

の
存
在
が
報
告
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
、
一
定

の
相
互
理
解
能
力
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
外
界
を
認
識
す
る
水
準
と
方
法

は
、
同
一
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

旧
石
器
考
古
学
は
、
現
生
人
類
一
種
の
社

会
を
前
提
と
し
た
文
化
・
社
会
研
究
の
射
程

●さとう　ひろゆき　
東京大学大学院人文
社会系研究科教授　

（考古学研究室）

日
本
考
古
学
入
門
①

『
旧
石
器
時
代
│
日
本
文
化
の
起
源
』

ヒスカルセレクション
刊行

日
本
人
は

ど
こ
か
ら
来
た
か
？

佐
藤 

宏
之
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新刊 単行本

『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
問
い
直
す

暮
ら
し
と
文
化
︱
新
し
い
生
活
科
学
へ
の
挑
戦
』

が
直
面
す
る
現
実
の
状
況
と
し
て
立
ち
現
れ

る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
間
接
的
に

せ
よ
取
り
扱
う
こ
と
で
、
現
実
の
社
会
的
問

題
を
生
活
文
化
学
が
ど
の
よ
う
に
照
射
し
、

批
判
し
、
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
。

構
成
と
し
て
は
、
生
活
文
化
学
と
は
い
か

な
る
分
野
か
を
紹
介
す
る
総
論
に
続
い
て
、 

「
自
立
」
は
主
に
P
A
R
1
、「
依
存
」
は

主
に
P
A
R
T
2
で
論
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
生
活
文
化
学
の
研
究
方
法
と

教
育
方
法
に
つ
い
て
解
説
・
紹
介
す
る

P
A
R
T
3
を
設
け
て
、
こ
れ
か
ら
研
究
・

教
育
活
動
に
入
る
若
手
研
究
者
へ
の
ガ
イ
ド

と
し
て
の
役
割
も
も
た
せ
る
こ
と
と
し
た
。

し
か
し
、
生
活
文
化
学
の
扱
う
領
域
は
非

常
に
多
様
な
の
で
、
興
味
を
惹
か
れ
る
テ
ー

マ
か
ら
読
み
進
め
て
い
た
だ
く
と
い
う
読
み

方
で
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

生
活
文
化
学
領
域
の
概
説
書
は
ほ
か
に
類

を
み
ず
、
本
書
が
生
活
文
化
学
の
学
問
分
野

と
し
て
の
確
立
と
発
展
の
道
程
に
お
け
る
里

程
標
の
ひ
と
つ
と
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

の
途
上
に
あ
る
生
活
文
化
学
領
域
の
学
問
的

営
為
と
し
て
の
独
自
性
を
確
立
す
る
試
み
と

し
て
、「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
概
念
を
こ
の
分
野

の
研
究
の
有
用
な
視
点
と
し
て
取
り
入
れ
う

る
こ
と
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
世
紀
後
半
以
降
の
思
潮
に
お
い
て
ジ

ェ
ン
ダ
ー
は
す
べ
て
の
学
問
領
域
に
お
い
て

考
慮
に
入
れ
る
べ
き
不
可
欠
の
視
点
と
な
っ

て
い
る
。
生
活
文
化
学
は
、
生
活
領
域
に
関

わ
る
広
範
な
問
題
群
（
家
族
・
福
祉
・
医
療
・

衣
食
住
・
環
境
・
災
害
・
消
費
な
ど
）
を
扱
う
。

そ
こ
で
、
本
書
で
は
、
生
活
文
化
学
科
の

研
究
者
た
ち
が
、
各
分
野
に
お
け
る
先
端
的

な
研
究
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
を
通
底
さ
せ
、

視
点
の
一
貫
性
を
与
え
る
こ
と
と
し
た
。

各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い

て
異
な
っ
た
方
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点
で
生

活
文
化
学
領
域
を
分
析
す
る
と
い
う
点
で
一

貫
し
た
視
点
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
自
立
」
と
「
依
存
」
の
現
実
課
題

本
書
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
取
り

入
れ
つ
つ
、
包
括
テ
ー
マ
と
し
て
「
自
立
」

と
「
依
存
」
の
関
係
を
探
求
す
る
こ
と
と
し

た
。
本
書
の
各
所
で
対
概
念
と
し
て
繰
り
返

す
「
自
立
」
と
「
依
存
」
の
問
題
は
、
私
た

ち
の
生
活
領
域
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
人
び
と

本
書
は
、
奈
良
女
子
大
学
叢
書
の
第
四
弾

と
し
て
、
奈
良
女
子
大
学
生
活
環
境
学
部
生

活
文
化
学
科
に
お
け
る
研
究
・
教
育
活
動
の

成
果
を
、
生
活
学
・
生
活
文
化
学
領
域
の
研

究
者
、
学
生
を
は
じ
め
、
広
く
一
般
の
読
者

に
も
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
ん
だ

も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
生
活
文
化
学
は
、
対
象
と
す

る
問
題
領
域
に
つ
い
て
も
、
方
法
論
に
つ
い

て
も
未
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
本

書
の
最
大
の
特
徴
は
、
そ
の
、
い
わ
ば
発
展

奈良女子大学におけるディベート授業の光景

奈
良
女
子
大
学
生
活
文
化
学
研
究
会・
編

　

『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
問
い

直
す
暮
ら
し
と
文
化

︱
新
し
い
生
活
文
化
学
へ
の
挑
戦
︱

』

新
刊
の
ご
案
内

総論─ジェンダー視点が拓く生活文化学の新たな地平 / 三成美保
PART1   自立して生きる
江戸前期の男色・恋愛・結婚 / 鈴木則子
手工芸品の価値をめぐるジェンダー・ポリティクス / 山崎明子

「食」から考える持続可能な社会 / 青木美紗
消費者運動の展開と消費者法 / 大塚  浩
PART2   関係性のなかで生きる
産むことと文化 / 松岡悦子
環境配慮行動の伝播 ─文化・ジェンダーによる違い─ / 安藤香織

「家族介護者支援」はなぜどのように論じられたのか？/ 井口高志
災害文化を更新する / 野田 隆
アメリカ女性は誰と永久の眠りについたのか / 佐野 敏行
PART3   生活文化学の方法
フィールドワークで「現場」と向き合う/ 青木美紗
観察法から社会調査を考える / 井口高志
PBL による初年次教育の試み / 大塚 浩
ディベートを大学授業で活用する / 安藤香織

A５判 並製 ３５２ページ
予価：本体２８００円＋税
3月下旬刊行予定

●おおつか　ひ
ろし　奈良女子
大学研究院生活
環境科学系生活
文化学領域 准
教授 

　
　
　
　
　
　
　
+

本
書
の
内
容

「
生
活
文
化
学
」
へ
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
視
点

大
塚 

浩
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か
せ
な
い
馬
は
大
切
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

　

江
戸
時
代
末
か
ら
明
治
は
じ
め
に
か
け
て
、

農
村
で
は
養
蚕
が
営
ま
れ
、
い
ち
早
く
器
械

製
糸
を
取
り
入
れ
た
。
製
糸
業
で
近
代
化
を

は
か
っ
た
長
野
県
は
、
日
本
一
の
「
養
蚕
王

国
」
に
な
っ
た
。
明
治
七
年
に
長
野
市
松
代

町
に
設
立
さ
れ
た
六
工
社
は
県
内
初
の
フ
ラ

ン
ス
式
器
械
製
糸
場
だ
。
電
気
の
な
い
時
代
、

水
車
や
ボ
イ
ラ
ー
を
動
力
源
に
し
た
糸
繰
り

機
が
復
元
さ
れ
て
い
る
。

　

大
正
時
代
の
学
校
、
昭
和
時
代
お
も
ち
ゃ

に
触
れ
て
、
四
万
年
の
旅
は
終
わ
る
。

　

当
館
で
は
、
県
内
外
数
多
く
の
小
学
生
が

社
会
科
見
学
や
移
動
教
室
で
訪
れ
る
。
人
気

な
の
が
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
探
検
で
あ
る
。
普
段

は
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
博
物
館
の
裏
側
、

土
器
や
石
器
な
ど
を
棚
に
収
納
し
て
い
る
収

蔵
庫
に
入
り
、
実
際
の
土
器
を
持
っ
て
み
る

体
験
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
大
人
も
イ
ベ
ン

ト
時
な
ど
に
行
っ
て
い
る
。

　

ぜ
ひ
ご
来
館
い
た
だ
き
、
楽
し
み
な
が
ら

信
州
の
歴
史
を
体
感
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

館
だ
け
で
す
。」
と
学
芸
員
の
声
。

　

次
の
コ
ー
ナ
ー
は
、
八
ヶ
岳
を
バ
ッ
ク
に

六
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
前
期
の
復
元
さ

れ
た
ム
ラ
で
あ
る
。
復
元
さ
れ
た
竪
穴
住
居

は
な
か
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
屋
内
の
中

央
に
は
炉い

ろ
り、
鹿
の
毛
皮
の
上
に
腰
を
下
ろ
す

と
、
周
り
に
は
木
の
実
が
入
っ
た
土
器
や
石

の
道
具
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
気
分
は
も
う
縄

文
人
だ
。

　

さ
ら
に
現
代
へ
向
か
う
旅
は
続
く
、
な
に

や
ら
踊
念
仏
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
こ
こ

は
鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
門
前
。
右
手
に
掘
立

小
屋
の
棚
店
、
左
手
に
は
仏
画
や
机
な
ど
を

並
べ
て
写
経
や
読
経
な
ど
を
行
っ
て
い
た
板

葺
き
切き

り
づ
ま妻

で
漆し

っ
く
い喰

の
壁
を
持
つ
し
っ
か
り
と

し
た
建
物
で
あ
る
寺
庵
を
見
て
南
大
門
を
目

指
す
。
棚
店
で
は
、
参
詣
人
や
旅
人
た
ち
の

必
需
品
で
あ
る
草
履
や
木
の
実
な
ど
が
並
べ

ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
旅
を
進
め
よ
う
、
今
か
ら
三
〇
〇

年
前
、
江
戸
時
代
に
建
築
さ
れ
た
と
推
定
さ

れ
る
実
際
の
農
家
を
移
築
し
た
。
土
間
に
入

る
と
馬
屋
が
あ
る
。
荷
運
び
や
農
作
業
に
欠

　

長
野
県
立
歴
史
館
は
平
成
六
年
一
一
月
三

日
、
更こ

う

埴し
ょ
く

市し

（
現
千ち

く
ま曲
市
）
屋や

し
ろ代
に
オ
ー

プ
ン
し
た
。

　

常
設
展
示
室
は
環
境
復
元
展
示
と
い
う
手

法
と
っ
て
い
る
。
見
て
、
ふ
れ
て
、
体
感
で

き
る
博
物
館
で
あ
る
。

　

常
設
展
示
室
に
入
る
と
眼
前
に
は
木
曽
ヒ

ノ
キ
林
が
広
が
る
。
年
輪
を
読
み
取
る
と
、

伐
り
倒
さ
れ
た
木
の
自
然
史
が
わ
か
る
。
年

輪
の
グ
ラ
フ
を
み
な
が
ら
現
代
か
ら
大
昔
へ

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
だ
。

　

私
た
ち
の
四
万
年
の
旅
を
最
初
に
迎
え
て

く
れ
る
の
は
、
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
だ
。
三
〇
万

年
ほ
ど
前
に
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
こ
の
ゾ

ウ
は
、
二
万
年
ほ
ど
前
に
絶
滅
し
て
し
ま
う
。

そ
の
理
由
は
氷
河
期
の
最
寒
冷
期
と
こ
の
時

代
に
い
た
旧
石
器
人
の
狩
猟
に
よ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
体
重
四
ｔ
の
ナ
ウ
マ
ン
ゾ
ウ
か

ら
と
れ
る
肉
は
二
ｔ
で
、
大
人
五
〇
人
の
一

か
月
分
の
食
料
と
な
っ
た
。「
現
在
動
く
ナ

ウ
マ
ン
ゾ
ウ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当

平成御徒組R

  

平
成
も
終
わ
り
を
迎
え
る
今
、
昭
和
の
雰
囲
気
を
色
濃

く
残
す
街
が
人
気
を
集
め
て
い
る
。
昭
和
レ
ト
ロ
の
街
、

「
せ
ん
べ
ろ
」
の
聖
地
と
し
て
、
立
石
が
注
目
を
浴
び
て

か
ら
一
〇
年
ほ
ど
に
な
り
週
末
に
は
若
い
女
性
客
も
多
い
。

  

立
石
仲
見
世
は
、
駅
か
ら
奥
戸
街
道
ま
で
一
二
〇
メ
ー

ト
ル
に
わ
た
っ
て
ア
ー
ケ
ー
ド
が
続
き
、
昼
間
か
ら
行
列

が
で
き
る
居
酒
屋
、
惣
菜
を
製
造
販
売
す
る
食
料
品
店
、

シ
ニ
ア
向
け
の
洋
品
店
な
ど
の
個
人
商
店
が
軒
を
連
ね
る
。

古
く
か
ら
人
や
物
が
行
き
交
っ
た
立
石

  

奥
戸
街
道
は
、
奈
良
時
代
に
整
備
さ
れ
た
古
代
東
海
道

の
一
部
に
重
な
る
。
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
道
標
は
「
立

石
様
」
と
し
て
祀
ら
れ
、『
江
戸
名
所
図
会
』
に
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
縄
文
海
進
で
海
が
入
り
込
ん
で
い
た

葛
飾
周
辺
に
は
石
材
に
な
る
石
が
な
く
、
安あ

わ房
鋸の

こ
ぎ
り
や
ま山
付

近
の
海
岸
の
「
磯
石
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
柴
又
八
幡

神
社
古
墳
な
ど
周
辺
の
古
墳
に
も
、
古
墳
時
代
に
舟
で
運

ば
れ
た
磯
石
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。 

　

大
正
の
は
じ
め
、
京
成
立
石
駅
が
開
業
し
、
東
京
市
内

と
鉄
道
で
結
ば
れ
る
。
立
石
〜
四
ツ
木
間
は
道
路
を
利
用

し
た
併
用
軌
道
だ
っ
た
が
、
荒
川
放
水
路
開
削
に
伴
っ
て

専
用
軌
道
に
変
更
さ
れ
、
立
石
駅
も
現
在
地
に
移
さ
れ
た
。

  

関
東
大
震
災
後
、
東
京
市
内
に
比
べ
て
被
害
が
少
な
か

っ
た
葛
飾
に
工
場
が
移
り
、
水
田
が
住
宅
地
へ
と
変
わ
る
。

太
平
洋
戦
争
末
期
、
空
襲
で
被
災
し
た
亀
戸
の
遊
廓
が
北

  

平
成
も
終
わ
り
を
迎
え
る
今
、
昭
和
の
雰
囲
気
を
色
濃

く
残
す
街
が
人
気
を
集
め
て
い
る
。
昭
和
レ
ト
ロ
の
街
、

「
せ
ん
べ
ろ
」
の
聖
地
と
し
て
、
立
石
が
注
目
を
浴
び
て

か
ら
一
〇
年
ほ
ど
に
な
り
週
末
に
は
若
い
女
性
客
も
多
い
。

  

立
石
仲
見
世
は
、
駅
か
ら
奥
戸
街
道
ま
で
一
二
〇
メ
ー

ト
ル
に
わ
た
っ
て
ア
ー
ケ
ー
ド
が
続
き
、
昼
間
か
ら
行
列

が
で
き
る
居
酒
屋
、
惣
菜
を
製
造
販
売
す
る
食
料
品
店
、

シ
ニ
ア
向
け
の
洋
品
店
な
ど
の
個
人
商
店
が
軒
を
連
ね
る
。

古
く
か
ら
人
や
物
が
行
き
交
っ
た
立
石

  

奥
戸
街
道
は
、
奈
良
時
代
に
整
備
さ
れ
た
古
代
東
海
道

の
一
部
に
重
な
る
。
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
道
標
は
「
立

石
様
」
と
し
て
祀
ら
れ
、『
江
戸
名
所
図
会
』
に
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。
縄
文
海
進
で
海
が
入
り
込
ん
で
い
た

葛
飾
周
辺
に
は
石
材
に
な
る
石
が
な
く
、
安
房
鋸の

こ
ぎ
り
や
ま山
付

近
の
海
岸
の
「
磯
石
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
柴
又
八
幡

神
社
古
墳
な
ど
周
辺
の
古
墳
に
も
、
古
墳
時
代
に
舟
で
運

ば
れ
た
磯
石
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。 

　

大
正
の
は
じ
め
、
京
成
立
石
駅
が
開
業
し
、
東
京
市
内

と
鉄
道
で
結
ば
れ
る
。
立
石
〜
四
ツ
木
間
は
道
路
を
利
用

し
た
併
用
軌
道
だ
っ
た
が
、
荒
川
放
水
路
開
削
に
伴
っ
て

専
用
軌
道
に
変
更
さ
れ
、
立
石
駅
も
現
在
地
に
移
さ
れ
た
。

  

関
東
大
震
災
後
、
東
京
市
内
に
比
べ
て
被
害
が
少
な
か

っ
た
葛
飾
に
工
場
が
移
り
、
水
田
が
住
宅
地
へ
と
変
わ
る
。

太
平
洋
戦
争
末
期
、
空
襲
で
被
災
し
た
亀
戸
の
遊
廓
が
北

第十三回
昭和から平成の先へと続く

立石仲見世アーケード

足で歴史を感じる、
まち歩きの極意

長
野
県
千
曲
市
　
長
野
県
立
歴
史
館
　

信
州
４
万
年
の
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル　

人気のバックヤード体験　
たくさん土器や骨にかこま
れ、考古学のプロから説明
を聞けます。

復原されたナウマン象　
目をパチクリ、大きく首を
振って来館者を迎える。

歴史
さんぽ

長野県立歴史館　
総合情報課
大竹　憲昭

「せんべろ」：1000円でべろべろに酔える、酒場の俗称。
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町
屋
の
中
に
は
、
土
間
の
上
に
朱し

ゅ
や
り槍
が
か

け
ら
れ
、
信
長
の
家
来
に
ふ
さ
わ
し
く
武
具

類
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

大
脇
伝
内
の
人
形
の
セ
リ
フ
・
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
は
「
信
長
が
楽
市
場
の
制
札

を
出
し
た
際
に
一
番
に
馳
せ
参
じ
た
の
で
、

市
場
の
責
任
者
で
あ
る
市

い
ち
の
つ
か
さ
司
を
任
せ
ら
れ
、

信
長
の
家
来
に
取
り
立
て
ら
れ
た
」
こ
と

や
、「
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
が
和わ

田だ

惟こ
れ

政ま
さ

の

紹
介
で
泊
ま
っ
て
お
り
、
都
か
ら
伴ば

天て

連れ
ん

が

追
放
さ
れ
る
の
で
、
何
と
か
留
ま
れ
る
よ
う

信
長
に
お
願
い
に
来
た
」
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
ほ
か
に
も
色
々
と
信
長
の
時
代
を
知
る

手
掛
か
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
ゆ
っ
く
り

ご
覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

体
験
コ
ー
ナ
ー
で
は
「
盤ば

ん

双す
ご

六ろ
く

」
な
ど
の

戦
国
時
代
の
遊
び
や
、
戦
国
時
代
風
の
武
将

や
当
時
の
女
性
の
衣
装
の
着
付
け
も
で
き
ま

す
。（
※
不
定
期
開
催
）

　

一
、二
か
月
ご
と
に
テ
ー
マ
替
え
て
展
示

を
行
う
「
特
集
展
示
室
」
も
あ
り
ま
す
。

　

二
階
の
「
総
合
展
示
室
」
で
は
、
原
始
〜

現
代
ま
で
に
お
け
る
岐
阜
の
あ
ゆ
み
を
体
験

を
交
え
て
紹
介
す
る
「
ぎ
ふ
歴
史
物
語
」
と

伝
統
工
芸
の
展
示
「
伝
統
の
技
と
美
」
の
二

本
立
て
で
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。

信
長
を
中
心
の
「
総
合
展
示
室
」

　
「
ぎ
ふ
歴
史
物
語
」
の
一
番
の
見
ど
こ
ろ

は
「
楽
市
立
体
絵
巻
」
で
、
永
禄
一
〇
年

（
一
五
六
七
）
に
信
長
が
岐
阜
に
入
城
し
た

際
、
戦
乱
で
荒
廃
し
た
城
下
町
の
復
興
の
た

め
、
町
の
中
心
部
か
ら
離
れ
た
御
園
に
楽
市

場
の
制
札
を
立
て
た
と
考
え
、
永
禄
一
二
年

（
一
五
六
九
）
に
来
岐
し
た
宣
教
師
ル
イ
ス
・

フ
ロ
イ
ス
の
書
簡
と
公
家
・
山
科
言
継
の
日

記
を
も
と
に
当
時
の
楽
市
場
を
復
元
し
た
も

の
で
す
。

　

楽
市
場
内
に
は
四
軒
の
町
屋
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
『
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
な
ど
の
資
料

を
参
考
に
、
当
時
の
工
法
で
建
て
て
あ
り
ま

す
。
展
示
物
の
商
売
道
具
な
ど
も
資
料
に
基

づ
い
て
制
作
し
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
注
目
し
て
頂
き
た
い
の
が
「
塩

屋
」
で
す
。
こ
の
町
屋
は
フ
ロ
イ
ス
が
泊

ま
っ
た
二
階
建
て
の
建
物
で
、
山や

ま
し
な
と
き
つ
ぐ

科
言
継
の

日
記
に
で
て
く
る
信
長
の
馬
廻
で
も
あ
っ
た

大お
お
わ
き
で
ん
な
い

脇
伝
内
と
い
う
人
物
が
主
人
と
い
う
設
定

で
す
。

口
に
移
転
し
て
き
た
。
南
口
周
辺
に
は
空
襲
に
よ
る
延
焼

被
害
を
避
け
る
た
め
建
物
疎
開
で
空
き
地
が
設
け
ら
れ
た
。

  

戦
争
が
終
わ
る
と
、
空
き
地
に
東
京
中
心
部
で
焼
け
出

さ
れ
た
人
や
復
員
兵
が
集
ま
り
、
ヤ
ミ
市
が
形
成
さ
れ
る
。

ム
シ
ロ
敷
き
の
青
空
市
場
に
バ
ラ
ッ
ク
が
建
ち
、
木
造
の

平
屋
が
二
階
建
て
の
長
屋
に
変
わ
り
、
ア
ー
ケ
ー
ド
を
も

っ
た
商
店
街
に
発
展
し
て
い
く
。
三
交
代
制
で
フ
ル
稼
働

す
る
工
場
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
仕
事
終
わ
り
の
一
杯
が
朝

か
ら
楽
し
め
る
モ
ツ
焼
き
の
店
が
人
気
を
集
め
た
。

立
石
の
食
卓
を
支
え
た
ア
ー
ケ
ー
ド

  

二
〇
一
八
年
秋
、
関
東
学
院
大
学
建
築
・
環
境
学
部
黒

田
研
究
室
に
よ
り
、
３
D
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
を
用
い
た

立
石
仲
見
世
の
実
測
調
査
が
行
わ
れ
た
。
黒
田
研
究
室
の

ハ
イ
テ
ク
撮
影
と
並
行
し
、
博
物
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
フ
ツ
ー
の
デ
ジ
カ
メ
で
撮
影
し
な
が
ら
、
仲
見
世
の

方
々
に
話
を
う
か
が
っ
て
歩
く
。
半
世
紀
前
の
こ
と
と
も

な
る
と
お
ぼ
ろ
げ
な
記
憶
も
多
い
が
、
取
材
を
重
ね
る
う

ち
に
写
真
の
背
景
に
あ
る
歴
史
が
浮
か
ん
で
き
て
、
戦
後

ニ
ッ
ポ
ン
の
食
生
活
や
流
通
の
変
化
を
肌
で
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
周
辺
に
家
族
経
営
の
町
工
場
が
多
く
、

立
石
の
食
卓
を
支
え
て
き
た
仲
見
世
だ
っ
た
が
、
ス
ー
パ

ー
の
出
店
で
客
足
に
変
化
が
生
じ
る
。

　

戦
後
す
ぐ
に
建
て
ら
れ
た
店
舗
は
今
も
現
役
で
、
昭
和

の
建
物
で
営
ま
れ
て
き
た
暮
ら
し
は
、
平
成
か
ら
次
の
時

代
へ
と
続
い
て
い
く
。
記
録
に
カ
メ
ラ
は
欠
か
せ
な
い
が
、

カ
メ
ラ
に
は
写
ら
な
い
ま
ち
の
記
憶
が
あ
る
。
歴
史
を
探

る
ま
ち
歩
き
は
、
未
来
へ
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
る
。

　

岐
阜
市
歴
史
博
物
館
は
、
市
民
が
郷
土

の
歴
史
と
文
化
に
親
し
み
、
知
識
と
理
解

を
深
め
る
生
涯
学
習
の
場
と
し
て
金き

ん
か
ざ
ん

華
山

の
ふ
も
と
岐
阜
公
園
の
な
か
に
昭
和
六
〇

年
（
一
九
八
五
）
十
一
月
に
開
館
し
ま
し
た
。

　

以
来
、
歴
史
に
興
味
の
あ
る
方
だ
け
で
な

く
、
岐
阜
公
園
・
岐
阜
城
に
来
ら
れ
た
方
な

ど
、
幅
広
い
層
の
方
々
に
ご
来
館
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

　

一
階
の
特
別
展
示
室
で
は
、
年
に
数
回
、

特
別
展
・
企
画
展
を
催
し
て
い
ま
す
。

　　岐阜市歴史博物館
学芸員

　上窪美季

「塩屋」の２階建て町屋。

岐阜市歴史博物館
（外観）

岐
阜
県
岐
阜
市
　
岐
阜
市
歴
史
博
物
館

岐
阜
市
の
歴
史
と
伝
統
工
芸
を
紹
介
す
る

体
感
・
体
験
型
博
物
館

写真展「葛飾探検団/定
点観測2018 立石」は
葛飾区郷土と天文の博物
館で5/6まで開催されて
いる。
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や
わ
ら
か
な
光
の
中
で
輝
く
よ
う
に
咲
く
桜
の
花
こ
そ

日
本
の
春
そ
の
も
の
で
あ
る
。
桜
の
季
節
は
東
北
新
幹
線

に
乗
る
機
会
が
多
く
、
そ
の
た
び
に
移
り
ゆ
く
車
窓
の
桜

を
楽
し
ん
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
線
路
際
に
不
細
工

な
防
音
壁
が
並
ぶ
よ
う
に
な
り
、
桜
ど
こ
ろ
か
景
色
そ
の

も
の
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
き
た
。
残
念
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
代
わ
り
に
中
央
線
の
桜
を
見
に
行
く
こ
と
に
し
た
。

　

新
宿
駅
を
発
車
し
た
特
急
あ
ず
さ
の
車
窓
に
は
、
期
待

に
違
わ
ず
桜
の
花
が
満
開
と
な
っ
て
光
り
輝
い
て
い
た
。

特
に
学
校
な
ど
の
大
き
な
建
物
の
周
り
や
、
道
路
に
沿
っ

て
ま
と
ま
っ
て
咲
い
て
い
る
桜
は
見
応
え
が
あ
っ
た
。

　

街
の
な
か
の
桜
は
ま
た
た
く
ま
に
間
に
後
方
に
去
り
、

高
尾
駅
を
通
過
し
た
と
こ
ろ
で
山
路
に
入
っ
て
い
く
。
車

窓
を
見
る
と
山
全
体
が
山
桜
の
モ
ザ
イ
ク
模
様
と
な
っ
て

色
を
添
え
、
桜
の
花
で
山
が
膨
れ
あ
が
っ
て
い
た
。
山
桜

が
咲
く
そ
の
山
の
麓
に
は
驚
く
ほ
ど
大
き
く
枝
を
張
り
出

し
て
小
山
の
よ
う
に
な
っ
た
一
本
の
桜
が
見
え
て
き
た
。

ち
ょ
う
ど
満
開
を
迎
え
た
ば
か
り
で
、
花
の
色
が
ま
だ
み

ず
み
ず
し
く
感
じ
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
大お

お

月つ
き

駅
を
通
過
し
た
先
で
は
様
子
が
変
わ

っ
て
桜
の
花
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
と
い
う
風
情
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
あ
た
り
の
山
々
に
は
枯
木
ば
か
り
が
並
ん
で
い
る
。

第６話 　さくら

鉄道浪漫

高橋 治雄

特
別
寄
稿

た
事
件
も
あ
り
、
一
説
で
は
新
元
号
は
「
光

文
」
だ
っ
た
が
漏
れ
た
た
め
「
昭
和
」
に
代

え
た
と
も
い
う
。
事
前
の
漏
洩
は
ご
法は

つ

度と

だ

っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
今
回
は
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
に
備
え
る
た
め
に
一
か
月

前
に
公
表
し
、
平
成
の
天
皇
が
署
名
し
、
し

か
も
天
皇
と
新
天
皇
と
な
る
皇
太
子
に
事
前

に
報
告
す
る
と
い
う
。

　

か
つ
て
は
天
皇
が
事
前
に
新
元
号
を
知
る

こ
と
は
あ
っ
た
が
、
元
号
法
は
戦
後
の
象
徴

天
皇
に
合
わ
せ
て
、
天
皇
が
元
号
制
定
に
関

与
し
な
い
法
令
と
な
っ
て
い
た
。

　

今
回
、
国
民
へ
の
公
表
前
に
天
皇
の
目
に

ふ
れ
る
機
会
が
で
き
た
こ
と
で
、
元
号
法
の

規
定
は
な
し
く
ず
し
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

高
度
化
す
る
情
報
社
会
に
適
応
さ
せ
る
た
め

の
対
応
と
も
と
れ
る
が
、
法
の
も
つ
原
則
が

つ
ぎ
つ
ぎ
と
壊
さ
れ
て
い
く
の
は
、
あ
る
意

味
、
安
倍
内
閣
の
本
質
か
も
し
れ
な
い
。

皇
位
継
承
の
課
題

　

法
の
も
つ
原
則
に
し
ば
ら
れ
て
、
皇
室
が

現
実
に
対
応
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
問
題
も

多
い
。
そ
の
一
番
大
き
な
問
題
は
、
将
来
の

皇
位
継
承
者
が
い
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い

こ
と
だ
。

　

皇
室
典
範
の
「
男
系
男
子
」
の
規
定
で
は
、

新
天
皇
が
即
位
し
て
の
ち
は
秋

あ
き
し

篠の
の

宮み
や

文ふ
み

仁ひ
と

親
王
が
次
の
天
皇
と
な
り
、
そ
の
後
、
現
在

一
二
歳
の
秋
篠
宮
悠ひ

さ

仁ひ
と

親
王
が
継
承
す
る
こ

と
に
な
る
。
悠
仁
親
王
が
今
後
二
五
年
ほ
ど

の
間
に
将
来
の
伴
侶
を
得
て
、
そ
の
伴
侶
と

の
間
に
男
子
を
も
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
け

　

天
皇
の
生
前
譲
位
（
退
位
）
は
、
江
戸
時

代
後
期
の
第
一
一
九
代
と
さ
れ
る
光こ
う

格か
く

天
皇

以
来
二
〇
〇
年
ぶ
り
と
い
わ
れ
る
。
か
つ
て

は
第
三
五
代
の
皇

こ
う
ぎ

極よ
く

天
皇
を
は
じ
め
と
し

て
五
九
代
の
天
皇
が
生
前
に
譲
位
し
た
が
、

明
治
以
後
は
大
日
本
帝
国
憲
法
と
旧
皇
室
典

範
の
規
定
に
よ
り
、
皇
位
継
承
は
天
皇
が
亡

く
な
ら
な
い
限
り
あ
り
え
な
か
っ
た
。

　

戦
後
の
日
本
国
憲
法
と
新
皇
室
典
範
も
、

天
皇
の
生
前
の
譲
位
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
天
皇
の
高
齢
化
や
社
会
の
急
激
な

変
化
、
天
皇
の
公
務
な
ど
の
増
加
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
か
ら
「
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の

務
め
」
が
困
難
と
な
り
、
天
皇
み
ず
か
ら
生

前
の
譲
位
を
願
い
、
国
民
と
政
府
の
賛
意
と

支
援
に
よ
り
実
現
し
た
。

　

こ
う
し
て
平
成
三
一
年
（
二
〇
一
九
）
四

月
三
〇
日
に
平
成
の
天
皇
は
譲
位
し
て
上
皇

と
な
り
、
五
月
一
日
に
皇
太
子
が
新
天
皇
に

即
位
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

新
た
な
元
号
へ
の
道

　

そ
し
て
、
こ
の
譲
位
と
即
位
の
儀
式
と
結

び
つ
き
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
儀
式
や
変

更
、
改
革
な
ど
も
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
改
元
で
あ
り
、
明
治
以
後
の

一
世
一
元
を
踏
襲
し
、
か
つ
戦
後
の
元
号
法

に
基
づ
い
て
、
平
成
に
代
わ
る
新
た
な
元
号

が
四
月
一
日
に
公
表
さ
れ
、
新
天
皇
即
位
の

五
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

　

代
替
わ
り
に
よ
る
改
元
は
、
皇
室
の
長
い

伝
統
の
ひ
と
つ
で
も
あ
り
、
今
回
も
こ
の
伝

統
が
受
け
継
が
れ
る
わ
け
だ
が
、
厳
密
に
は
、

従
来
通
り
で
は
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
元
号
は
漢
字
二
文
字
で
構
成

さ
れ
る
な
ど
は
継
承
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
即

位
前
に
元
号
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
一
世
一
元
で
は
な
か
っ
た
近
代
以
前
で

も
、
新
元
号
は
即
位
後
、
そ
れ
も
数
年
後
の

場
合
も
あ
っ
た
ほ
ど
だ
。

　

近
代
で
は
、昭
和
の
改
元
の
際
に「
光
文
」

と
い
う
元
号
が
ス
ク
ー
プ
さ
れ
誤
報
と
さ
れ

天
皇
の
代
替
わ
り
と

こ
れ
か
ら
の
皇
室

小
田
部
雄
次

静
岡
福
祉
大
学
名
誉
教
授

今上天皇は４月30日に皇室典範特例
法により退位し、５月１日に皇太子殿
下が天皇に即位する。
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や
が
て
列
車
は
長
い
笹
子
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
、
さ
ら
に

ト
ン
ネ
ル
を
い
く
つ
か
く
ぐ
っ
て
、
甲
府
盆
地
の
縁
に
さ

し
か
か
る
。

　

こ
こ
で
勝か

つ

沼ぬ
ま

ぶ
ど
う
郷

き
ょ
う

駅
の
桜
並
木
が
見
え
て
く
る
。

楽
し
み
に
し
て
い
た
桜
は
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
で
は
な
く
山
桜

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
白
っ
ぽ
い
花
の
か
た
ま
り
が
ま
さ

に
満
開
と
な
っ
て
、
辺
り
一
面
を
埋
め
尽
く
す
か
の
ご
と

く
咲
き
乱
れ
、
車
窓
か
ら
は
み
出
さ
ん
ば
か
り
に
あ
ふ
れ

て
い
た
。

　

勝
沼
ぶ
ど
う
郷
駅
は
、
元
ス
イ
ッ
チ
バ
ッ
ク
駅
で
あ
っ

た
勝
沼
駅
で
、
構
内
の
一
段
下
が
っ
た
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
ホ
ー
ム
の
跡
で
は
大
勢
の
花
見
客
が
桜
の
花
を
楽
し
ん

で
い
た
。
あ
ず
さ
は
通
過
し
て
い
く
の
で
、
ほ
ん
の
一
瞬

の
う
ち
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
桜
の
花
々
で
あ
っ
た
が
、

し
ば
ら
く
の
間
、
目
に
焼
き
付
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

や
が
て
あ
ず
さ
は
甲
府
盆
地
の
広
が
り
を
左
手
に
見
下

ろ
し
な
が
ら
坂
を
下
っ
て
い
く
。
あ
た
り
全
体
が
霞
ん
で

い
て
、
満
開
の
桜
も
霞
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
ぼ
や
け
て

い
た
。
平
地
に
お
り
て
く
る
と
霞
は
消
え
て
い
た
が
、
こ

こ
で
は
桜
で
は
な
く
桃
の
花
が
濃
い
ピ
ン
ク
色
を
輝
か
せ

て
あ
た
り
一
面
に
咲
き
乱
れ
て
い
た
。

　

甲
府
駅
に
近
づ
く
と
、
桜
が
て
ん
こ
盛
り
に
な
っ
た
小

高
い
丘
が
右
手
に
見
え
て
く
る
。
さ
ら
に
街
中
の
あ
ち
ら

こ
ち
ら
に
咲
く
桜
の
塊
が
大
き
く
車
窓
に
迫
っ
て
き
た
。

駅
の
手
前
左
側
に
あ
る
舞ま

い

鶴づ
る

城じ
ょ
う

公
園
の
桜
は
車
窓
か
ら

は
う
か
が
い
知
れ
な
か
っ
た
が
、
石
垣
の
下
の
片
隅
に
ま

と
ま
っ
て
咲
い
て
い
た
桜
の
枝
は
見
事
で
あ
っ
た
。

　

甲
府
駅
を
発
車
し
て
か
ら
も
同
じ
よ
う
に
桜
を
楽
し
む

こ
と
が
出
来
た
が
、
や
が
て
甲
府
盆
地
を
あ
と
に
し
て
本

格
的
な
山
路
に
入
る
と
桜
は
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

代
わ
り
に
梅
の
花
や
こ
ぶ
し
と
思
わ
れ
る
白
い
花
が
ひ
っ

そ
り
と
咲
い
て
い
た
。

小
田
部
雄
次
の
本

『
昭
和
天
皇
実
録
評
解
１
』

『
昭
和
天
皇
実
録
評
解
2
』

『
昭
和
天
皇
実
録
評
解
3
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
小
田
部
雄
次 

著

『
君
は
天
皇
を

ど
う
し
た
い
の
か
ね
？
』

明
石 

元
紹
・
小
田
部 

雄
次 

著

平
和
の
象
徴
、
皇
室
の
未
来
と
は
？

天
皇
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
真
意
は
？

定価：各巻本体2,000円+税
（税込2,160円）
A5判・上製　384頁

定価：本体1,200円+税
（税込1,296円）
四六判・184頁

と
し
た
皇
室
の
メ
ン
バ
ー
が
、
担
う
こ
と
に

な
る
。　

　

世
界
一
〇
〇
か
国
を
超
え
る
国
々
と
の
親

善
を
数
名
の
皇
族
に
任
せ
て
、
国
民
は
そ
の

経
済
効
果
や
お
祭
り
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て

歓
喜
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
共
同
体

は
末
期
的
症
状
に
陥
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
皇
室
み
ず
か
ら
は
「
物
が
言

え
な
い
」。
言
え
ば
「
憲
法
違
反
」
と
し
て

大
き
な
抵
抗
に
合
う
。
た
だ
、
ひ
た
す
ら
与

え
ら
れ
た
公
務
な
ど
を
遂
行
す
る
だ
け
で
あ

る
。
こ
う
し
た
懸
念
に
具
体
的
に
対
応
で
き

る
の
は
、
国
民
の
賛
意
と
支
援
を
受
け
た
政

府
で
あ
っ
て
、
退
位
法
の
制
定
に
よ
る
生
前

譲
位
の
実
現
は
、
皇
室
が
抱
え
て
い
る
問
題

解
決
の
終
結
で
は
な
く
、
は
じ
ま
り
な
の
で

あ
る
。

　

平
成
三
一
年
度
の
皇
室
関
係
費
用
は
約
三

〇
〇
億
円
（
そ
の
う
ち
天
皇
家
の
内
廷
費
三

億
二
四
〇
〇
万
円
、
皇
族
費
は
総
額
三
億
六

四
一
七
万
円
、
計
約
七
億
円
、
ほ
か
は
宮
廷

費
、
宮
内
庁
費
、
皇
宮
警
察
本
部
経
費
）
で
、

一
億
二
千
万
人
の
人
口
一
人
あ
た
り
年
二
五

〇
円
に
満
た
な
い
（
納
税
人
口
を
六
千
万
人

と
し
て
も
五
〇
〇
円
）。
そ
の
額
で
国
事
行

為
の
み
な
ら
ず
国
際
親
善
や
全
国
行
幸
啓
、

被
災
地
慰
問
を
ふ
く
む
多
く
の
公
的
行
為
を

担
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

ち
な
み
に
防
衛
費
は
五
兆
円
で
、
一
人
あ

た
り
年
四
万
円
（
納
税
人
口
で
は
八
万
円
）、

オ
ス
プ
レ
イ
は
一
機
一
〇
〇
億
円
で
あ
る
。　

　

皇
室
が
世
界
の
平
和
や
日
本
の
発
展
に
果

た
し
て
い
る
働
き
と
効
果
を
、
も
っ
と
重
視

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

れ
ば
、
天
皇
家
は
断
絶
し
、
象
徴
天
皇
制
に

代
わ
る
新
た
な
国
家
制
度
を
整
え
る
た
め
の

憲
法
改
正
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
問
題
の
解

決
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
、

ま
っ
た
く
見
え
て
い
な
い
。

　

一
方
、
皇
族
女
子
は
婚
姻
に
よ
り
皇
籍
を

離
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
一
番
若
い
愛あ

い

子こ

内
親
王
が
す
で
に
適
齢
期
に
な
っ
て
お
り
、

現
在
の
内
親
王
や
女
王
は
、
誰
で
も
い
つ
で

も
婚
姻
に
よ
っ
て
皇
室
を
離
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
婚
姻
で
な
く
と
も
皇
室
会
議

の
議
を
経
れ
ば
、
一
五
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、

皇
族
の
身
分
を
離
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
し
現
状
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
近
い
将
来

は
新
天
皇
皇
后
と
秋
篠
宮
夫
妻
、
悠
仁
親
王

の
み
の
皇
室
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

遠
い
将
来
は
さ
ら
に
、
悠
仁
親
王
の
み
と

い
う
想
像
も
で
き
な
い
状
態
の
皇
室
と
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
こ
ろ
に
は
旧
宮
家
の
子
孫

と
皇
室
と
の
血
縁
関
係
も
か
な
り
隔
た
っ
て

し
ま
い
、
復
帰
説
は
今
よ
り
さ
ら
に
遠
の
く

だ
ろ
う
。

皇
室
の
役
割
を
知
る
重
要
性
と
は

　

新
天
皇
皇
后
の
代
で
す
ら
、
皇
族
数
の
減

少
に
よ
っ
て
、
公
務
（
国
事
行
為
、
公
的
行

為
・
宮
中
祭
祀
な
ど
〉
の
負
担
が
大
き
く
な

る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

　

即
位
礼
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
万
博
と
、
そ

れ
ぞ
れ
経
済
効
果
も
大
き
く
、
国
民
の
期
待

も
大
き
い
行
事
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
と
き
に
来
日
し
た
来
賓
の
接
遇
や
答
礼
は
、

誰
が
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
首
相
や
外
務
官

僚
で
は
な
く
、
国
家
の
象
徴
の
天
皇
を
中
心

明
治
三
四
年
の
ご
誕
生
か
ら
昭
和
六
四
年
の

崩
御
ま
で
、
八
七
年
の
ご
生
涯
を
記
録
し
た

『
昭
和
天
皇
実
録
』（
全
六
一
冊
・
計
約
一
万
二

千
頁
）
の
重
要
事
項
を
抜
粋
整
理
し
て
三
巻

に
要
約
。

◉
第
三
巻
（
戦
後
）、
ま
も
な
く
刊
行
！
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あなたも
入会

しませんか

好評
始動中！

■ 入会特典
◦講座・講演会の割引優待や無料受講券の進呈。
　捺印５個で受講が１回無料になるスタンプカードの発行。
◦会報『Ｍｙ舎人倶楽部』を年４回送付。
■ 年会費　
一般会員 3,000円／賛助会員30,000円
特別賛助会員100,000円
（会費のお支払い方法は、お申し込み時にお知らせいたします）
■ お申し込み方法
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを明記の上、敬文舎
または舎人倶楽部までＥメール（toneri.k@blue.ocn.ne.jp）
にてお申し込みください。

　

こ
こ
数
年
、
絵
本
の
蒐
集
に
夢
中
に
な

っ
て
い
る
故
、
こ
の
「
め
っ
け
本
」
コ
ー

ナ
ー
に
、
絵
本
の
登
場
が
多
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
つ
い
先
日
、
と
あ
る
古
本
屋
で

著
名
な
作
家
の
絵
本
な
の
に
、
初
め
て
目

に
す
る
作
品
に
出
会
い
ま
し
た
。
日
夜
絵

本
を
漁
っ
て
い
る
と
、
い
ま
活
躍
中
の
作

家
の
絵
本
は
、
た
い
が
い
目
に
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
出
会
い
本
当
に

驚
き
で
し
た
。
そ
の
作
家
は
、『
し
ば
て

ん
』
や
『
と
べ
バ
ッ
タ
』
等
で
知
ら
れ
、

泥
臭
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
風
で
フ
ァ
ン

が
多
い
田た

島し
ま

征せ
い

三ぞ
う

で
す
。

●
『
く
も
だ
ん
な
と
か
え
る
』
ポ
プ
ラ
社

文　

松
谷
み
よ
子
／
ケ
イ
コ
・
ロ
ー
レ
＝

ア
ガ
サ　

絵　

田
島
征
二　

一
九
六
九
年

　

話
は
、
ア
フ
リ
カ
の
民
話
を
基
に
し
て

い
ま
す
。
あ
る
村
で
、
い
つ
も
虐し

い
たげ
ら
れ

て
い
る
カ
エ
ル
が
、
復
讐
の
た
め
、
く
も

だ
ん
な
の
体
内
に
潜
り
揉
み
、
そ
の
体
を

支
配
し
暴
れ
ま
わ
り
、
村
全
体
を
破
壊
し

て
い
ま
う
と
い
う
残
虐
な
も
の
で
す
。
田

島
征
三
の
描
く
絵
も
、
い
つ
に
も
増
し
て
、

毒
々
し
く
バ
イ
オ
レ
ン
ス
で
迫
力
が
あ
る

も
の
で
し
た
。

　

じ
つ
は
、
こ
の
絵
本
が
出
回
っ
て
い
な

い
原
因
は
、
そ
の
迫
力
に
あ
っ
た
の
で
す
。

発
売
さ
れ
て
一
週
間
、
絵
と
内
容
が
恐
ろ

し
す
ぎ
て
、
子
供
が
ひ
き
つ
け
を
起
こ
し

ま
っ
た
そ
う
で
す
。
急
遽
、
発
売
中
止
、

回
収
に
。

　

子
供
、
作
家
、
出
版
社
に
は
不
幸
な
経

緯
で
す
が
、
蒐
集
家
に
と
っ
て
は
、
嬉
し

い
顛
末
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
心

こ
こ
ろ

憂う

い
性さ

が

で
す
ね
。

最
上
地
域
史
研
究
会
の
活
動

　

最
上
地
域
史
研
究
会
は
、
昭
和
五
二
年
六

月
に
、
山
形
県
最
上
地
方
の
歴
史
や
民
俗
・

地
理
な
ど
に
関
心
を
持
つ
人
々
や
団
体
相
互

の
研
究
と
交
流
を
目
的
に
発
足
し
ま
し
た
。

会
員
数
は
、
一
〇
〇
名
に
上
る
時
期
も
あ
り

ま
し
た
が
、
高
齢
化
等
に
伴
い
、
現
在
は
六

〇
余
名
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
は
、
県
内
外
の
講
師
を
招
い
て

の
公
開
講
演
会
、
会
員
に
よ
る
研
究
発
表
及

び
地
域
の
他
団
体
等
と
の
情
報
交
流
会
の
開

催
、
他
地
域
の
巡
検
、
年
一
回
の
会
誌
の
発

行
（
Ａ
五
判
、
一
二
〇
ペ
ー
ジ
前
後
）
な
ど

で
、
会
誌
は
四
一
号
を
数
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
、
最
上
地
方
の
歴
史
上
著
名

な
人
物
、
並
び
に
当
地
方
の
政
治
・
経
済
・

産
業
・
文
化
・
教
育
等
に
顕
著
な
業
績
を
挙

げ
た
故
人
を
選
び
集
録
す
る
『
最
上
人
物
事

典
』
の
刊
行
に
向
け
て
も
活
動
中
で
す
。
過

年
度
は
、
収
録
予
定
の
人
物
を
選
定
、
各
執

筆
担
当
者
の
調
整
等
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、

今
年
度
は
い
よ
い
よ
執
筆
に
入
り
ま
す
。
五

〇
〇
名
に
上
る
収
録
予
定
者
に
つ
い
て
、
基

本
的
に
会
員
た
ち
が
調
査
・
執
筆
す
る
作
業

は
大
変
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
が
ん
ば

っ
て
や
り
き
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
会
員
数
の
減
少
は
大
き

な
課
題
で
す
が
、
一
昨
年
か
ら
再
開
し
た
和

や
か
な
雰
囲
気
で
の
研
究
発
表
会
に
、
一
般

の
参
加
者
が
多
く
関
心
を
寄
せ
て
く
れ
て
い

る
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
希
望
に
な
っ
て
い
ま

す
。

●
事
務
局
（
連
絡
先
）　

〒
９
９
６
‐
０
０

３
１　

新
庄
市
末
広
町
３
‐
２
１
‐
９
０
６

三
浦
和
枝　

●
電
話　

０
２
３
３
‐
３
２
‐

１
６
２
２

●枻川 渉　かじかわ・わたる／路地裏誠志
堂主人。Web専用古本屋「路地裏 誠志堂」
http://rojiura-s.o.oo7.jp　　　　　　　　

（詳しくはホームページをご覧ください。）

連載

路地裏の
「めっけ本」

─拾陸─

私
た
ち
の
活
動
を

紹
介
し
ま
す

敬文舎ホームページ
舎人倶楽部会報、講座などについて、ご意見・ご感想をお寄せください。
toneri.k@blue.ocn.ne.jp

　歴史好きの方、あるいはこれから歴史を学ぼうとする方々と
ともに、歴史を知る楽しみを目的として集い語らい行動する倶
楽部です。現在、講演・講座の開催などで研究者との交流も
行っております。
　当倶楽部は、随時入会可能です。奮ってご参加ください。

1969 年に出版された幻の
絵本『くもだんなとかえる』

http://k-bun.co.jp

日本歴史文化講座（ヒスカル）の好評開講中

戦国時代〜全 10 回の内容〜

戦国大名が、群雄割拠した動乱の時代。この時代の動向や特質を、二人
の人物の関係という点に注目して、最新の成果をふまえた解説をします。

 第１回 ３月22日（金）  織田信長と正親町天皇         金子拓 ( 東京大学准教授 ) 　
 第２回 ３月29日（金） 斎藤道三と斎藤義龍  　　　　木下聡 ( 東京大学助教 )
 第３回 ４月  12日（金） 織田信長と足利義昭     水野嶺 ( 東京大学地震研究所 )
 第４回 ４月25日（木） 徳川家康と武田信玄 　　 柴裕之 ( 東洋大学非常勤講師 )
 第５回 ５月17日（金）策彦周良と大内義隆        　  須田牧子 ( 東京大学助教 )
 第６回 ５月  24日（金）島津義久と島津義弘      　   畑山周平 ( 東京大学助教 )
 第７回 ５月31日（金） 伊達政宗と上杉景勝      　 　 黒嶋敏 ( 東京大学准教授 )
 第８回 ６月14日（金）  豊臣秀吉と豊臣秀次        矢部健太郎 ( 國學院大学教授 )
 第９回 ６月21日（金） 徳川家康と豊臣秀頼       　　　　林晃弘 ( 東京大学助教 )
 第10回 ６月28日（金）  織田信長と明智光秀     　　  金子拓 ( 東京大学准教授 )

 ◉時　間：15:00 〜 17:00
 ◉会　場：文化産業信用組合 /千代田区神田神保町１-101☎ 03・3292・2711
 ◉定　員：50名　　　　　　（問い合わせ・申し込み：敬文舎03・6302・0699）
 ◉資料代：2,000円（舎人倶楽部会員は1,800円）


