
▲中世以来の人々の生活を新しい視点と方法で掘り起こしたシンポジウム

　

６
月
25
日
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
（
千
葉
県
佐
倉
市
）
の
主
催
と
只
見
町
教
育
委
員
会
の
共
催
で
、
只
見
町
を
は
じ
め
と
す
る
奥
会
津
の

中
世
を
探
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
季
の
郷
湯
ら
里
で
開
催
さ
れ
、
町
内
外
か
ら
約
１
０
０
名
が
来
場
し
ま
し
た
。
只
見
町
を
舞
台
に
し
た
最
新
の

調
査
・
研
究
に
も
と
づ
き
、
町
の
歴
史
と
文
化
の
厚
み
が
新
し
い
視
点
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
奥
会
津
の
戦
国
文
化
を
さ
ぐ
る
」開
催

歴
史
研
究
の
成
果
を
紹
介

― 

は
じ
め
に 

―

　

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
地
域
文
化
の
保
存
・

継
承
・
発
信
を
東
北
お
よ
び
四
国
地
方
を
中
心

に
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
共
同
研
究「
地
域
に
お
け
る
歴
史
文
化
研

究
拠
点
の
構
築
」の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
同
博
物
館
で
は
町
教
育
委
員
会
と
共
同

で
、
只
見
町
を
は
じ
め
と
す
る
奥
会
津
の
歴
史

文
化
を
、
様
々
な
角
度
か
ら
調
査
・
研
究
し
、

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
保
存
・
発
信
し
て
、
地

域
の
資
源
と
し
て
活
用
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か

を
考
え
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

は
そ
う
し
た
成
果
を
持
ち
寄
り
、
地
域
住
民
の

皆
さ
ん
と
研
究
者
と
が
一
緒
に
地
域
の
歴
史
文

化
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

　

会
場
で
は
齋
藤
教
育
長
の
挨
拶
の
後
、
共

同
研
究
の
代
表
で
あ
る
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
の
小
池
淳
一
教
授
か
ら
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
趣
旨
説
明
が
行
わ
れ
、
続
い
て
３
名

の
方
が
研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

― 

①
渡
部
賢
史
さ
ん
の
報
告 

―

　

最
初
の
報
告
は
只
見
町
教
育
委
員
会
の
渡
部

賢
史
さ
ん
に
よ
る「
城
館
跡
か
ら
中
世
を
考
え

る
〜
考
古
資
料
か
ら
」と
題
し
た
も
の
で
、
最

初
に
町
内
に
お
け
る
文
化
財
調
査
の
概
要
が
示

さ
れ
ま
し
た
。
特
に
中
世
の
城
館
跡
が
ど
れ
く

ら
い
把
握
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
確
認
が
行

わ
れ
、
さ
ら
に
黒
谷
地
区
の
黒
谷
館
跡
の
発
掘

調
査
の
成
果
物
、
出
土
品
が
紹
介
さ
れ
、
珍
し

い
青
磁
や
う
る
し
塗
り
の
椀
、
サ
イ
コ
ロ
な
ど

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ

れ
ら
は
後
の
時
代
の
記
録
史
料
か
ら
は
漠
然
と

し
か
分
か
ら
な
か
っ
た
中
世
の
只
見
の
生
活
と

そ
れ
を
支
え
る
人
や
物
の
行
き
来
の
様
子
を
具

体
的
に
知
る
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
土
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
歴
史
の
解
明
が

始
ま
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

― 

②
三
上
喜
孝
さ
ん
の
報
告 

―

　

２
番
目
の
報
告
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

の
三
上
喜
孝
さ
ん
の「
仏
堂
の
落
書
き
に
み
る

中
世
び
と
の
交
流
・
信
仰
」と
い
う
も
の
で
し

た
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
取
り
組
ん
で
き
た
山

形
県
や
新
潟
県
に
お
け
る
中
世
に
遡

さ
か
の
ぼ

る
仏
堂

の
落
書
き（
墨
書
）の
様
子
が
紹
介
さ
れ
、
こ



▲中世に遡る多くの落書きが残る梁取地区
の成法寺観音堂

▲黒谷館跡の発掘現場（右）と黒谷館跡から発見されたうるし塗りの椀（左上）
とサイコロ（左下）

▲只見町で発見された
「神皇正統記」の写本

れ
ら
に
は
地
域
を
越
え
て
共
通
性
が
見
い
だ
せ

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
次
い
で
梁
取
地

区
の
成
法
寺
の
観
音
堂
に
も
そ
れ
と
同
じ
種
類

の
落
書
き
が
大
量
に
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
、
こ
れ
ら
に
は
会
津
を
は
じ
め
と
す
る
日

本
列
島
各
地
の
地
名
が
見
い
だ
せ
る
ほ
か
、
絵

も
描
か
れ
、
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
き
た
落

書
き
に
数
多
く
の
新
し
い
情
報
を
追
加
す
る
こ

と
が
で
き
る
新
発
見
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。
中
世
の
只
見
地
方
に
多
く
の
人
々
が

観
音
信
仰
を
き
っ
か
け
に
往
来
し
、
神
仏
に
対

す
る
様
々
な
祈
願
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ

た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
古
文
書
や
記
録
に
わ
ず

か
し
か
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
中
世
の
人
々
の

姿
が
落
書
き
と
い
う
意
外
な
視
点
か
ら
解
明
で

き
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

― 

③
久
野
俊
彦
さ
ん
の
報
告 

―

　

３
番
目
の
報
告
は
、
東
洋
大
学
の
久
野
俊

彦
さ
ん
の「
中
世
書
物
か
ら
さ
ぐ
る
知
と
文
化

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」と
い
う
も
の
で
、
ま
ず
国

の
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
只
見
の
民
具

の
調
査
の
過
程
で
、
本（
書
物
）に
も
注
意
が

払
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
優
れ
た
着
眼
で
あ
っ

た
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ホ
ウ
イ

ン（
法
印
）の
家
や
旧
家
、
寺
院
な
ど
に
伝
わ
っ

て
き
た
本
の
最
後
の
部
分（
奥
書
）に
注
目
す

る
と
、
中
世
に
真
言
宗
の
高
度
な
学
問
と
そ

れ
に
関
す
る
知
識
が
只
見
地
方
に
伝
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
こ
と
、
さ
ら
に
珍
し

い『
神
皇
正
統
記
』の
写
本
が
中
世
か
ら
近
代

に
か
け
て
長
く
保
存
さ
れ
、
只
見
で
活
用
さ

れ
な
が
ら
伝
わ
っ
て
き
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
生
活
の

中
で
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
道
具
と
し
て
本

を
捉
え
、
そ
の
内
容
や
体
裁
、
伝
わ
っ
て
き

た
理
由
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
中
世
に

遡
る
文
化
の
伝
統
が
只
見
町
に
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

― 

高
橋
充
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト 

―

　

最
後
に
、
福
島
県
を
は
じ
め
南
奥
羽
の
中
世

史
の
専
門
家
で
あ
る
福
島
県
立
博
物
館
の
高
橋

充
さ
ん
が
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
３

名
の
報
告
は
、
中
世
と
い
う
こ
れ
ま
で
史
料
が

ご
く
わ
ず
か
し
か
な
か
っ
た
時
代
に
お
け
る
新

し
い
資
料
の
発
掘
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
内
容
は
政
治
史
よ
り
も
文
化
史
や
生

活
史
に
か
か
わ
る
成
果
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
、有
名
人
や
為
政
者
で
は
な
く
、一
般
の
人
々

と
の
生
活
や
歴
史
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
を
評

価
さ
れ
ま
し
た
。
奥
会
津
、
只
見
町
に
も
多
く

の
人
々
が
行
き
交
い
、
様
々
な
文
化
が
運
ば
れ

て
い
た
こ
と
を
知
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
た
こ

と
は
町
の
文
化
と
そ
の
流
れ
を
新
し
い
角
度
か

ら
評
価
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

― 

最
後
に 

―

　

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
只
見
町
だ
け

で
は
な
く
、
類
似
の
方
法
で
全
国
各
地
の
歴

史
文
化
を
掘
り
起
こ
し
て
そ
の
価
値
や
意
義

を
地
域
の
財
産
と
し
て
活
用
し
、
後
世
に
伝

え
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
先
進
的
な
学
術

研
究
が
町
内
を
舞
台
に
展
開
し
て
い
る
こ
と

を
、
只
見
町
の
誇
り
と
し
て
意
識
し
て
い
き

た
い
も
の
で
す
。
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