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今
年
度
も
５
月
か
ら
市
民
カ
レ
ッ

ジ
「
入
門
講
座
」
が
始
ま
り
ま
し

た
。
こ
の
講
座
は
、
あ
き
る
野
市
誕

生
を
契
機
と
し
て
平
成
８
年
度
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
講
師
の
皆
様

や
地
域
の
皆
様
の
ご
協
力
を
得
な
が

ら
、
今
年
度
で
開
設
27
年
目
を
迎
え

ま
し
た
。

　

市
民
カ
レ
ッ
ジ「
入
門
講
座
」は
、

市
の
再
発
見
を
テ
ー
マ
と
し
た
学
習

機
会
の
提
供
と
、
学
習
成
果
を
生
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
た
め
の
市

民
解
説
員
（
学
習
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

養
成
講
座
と
し
て
実
施
し
て
い
ま

す
。
学
習
科
目
は
、
市
域
の
歴
史
・

文
化
・
自
然
に
つ
い
て
学
習
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
自
然
史
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）、

人
物
伝
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）、
考
古
学
（
Ⅰ
・

Ⅱ
）、
地
域
め
ぐ
り
（
Ⅰ
・
Ⅱ
）、
中

世
史
、
近
世
史
、
伝
統
産
業
、
民
俗

芸
能
の
12
科
目
を
２
年
サ
イ
ク
ル
で

設
定
し
て
い
ま
す
。
少
人
数
に
よ
る

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
方
式
を
中
心
に
、
座
学

や
現
地
学
習
を
織
り
交
ぜ
、
い
ず
れ

の
科
目
も
市
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
学
習
内
容
を
用
意
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、こ
の
全
科
目
（
12
単
位
）

と
解
説
実
習
を
修
了
し
た
方
に
教
育

委
員
会
が
市
民
解
説
員
と
し
て
認
定

し
て
い
ま
す
。
市
民
解
説
員
の
皆
さ

ん
に
は
、
市
内
探
訪
の
企
画
運
営
や

五
日
市
郷
土
館
等
で
の
展
示
解
説
な

ど
を
通
し
て
、
多
く
の
方
々
に
あ
き

る
野
の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が

流
行
し
て
い
る
こ
の
２
年
間
余
り

は
、
日
程
の
延
期
等
を
繰
り
返
し
な

が
ら
も
感
染
拡
大
防
止
の
対
策
を
講

じ
、
休
講
す
る
こ
と
な
く
今
日
ま
で

つ
な
い
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も

こ
の
講
座
で
の
学
習
を
通
し
て
、
一

人
で
も
多
く
の
市
民
の
皆
様
に
、
私

た
ち
の
住
む
ま
ち
を
知
っ
て
い
た
だ

き
、
学
ん
だ
こ
と
を
広
め
て
い
た
だ

け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

来
年
度
も
４
月
に
受
講
者
募
集
を

し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
皆
さ
ん
も
市
民
カ

レ
ッ
ジ「
入
門
講
座
」を
受
講
し
て
、

市
の
魅
力
を
再
発
見
し
、
学
習
活
動

を
通
し
て
新
た
な
出
会
い
を
楽
し
ん

で
み
ま
せ
ん
か
。

　

今
か
ら
お
よ
そ
１
４
０
年
前
の
明

治
期
に
、
あ
き
る
野
市
西
部
に
位
置

す
る
戸
倉
地
区
に
教
育
を
通
し
て
よ

り
良
い
地
域
に
し
て
い
こ
う
と
尽
力

し
た
先
生
が
い
ま
し
た
。
名
前
は
疋

田
浩
四
郎
。子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
、

い
わ
ゆ
る
「
学
校
教
育
」
だ
け
で

な
く
、「
青
年
教
育
」
に
も
奔
走
し
、

地
域
全
体
か
ら
敬
慕
さ
れ
て
い
る
先

人
を
紹
介
し
ま
す
。

戸
倉
に
来
る
ま
で

　

浩
四
郎
は
嘉
永
２
（
１
８
４
９
）

年
、
摂
津
国
有
馬
郡
三さ
ん
田だ

（
現
在

の
兵
庫
県
三
田
市
）
に
藩
士
の
四
男

と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
幼
少
期
か

ら
勉
学
に
励
み
、
８
歳
の
頃
か
ら
三

田
藩
の
学
校
で
あ
る
造
士
館
に
通
い

始
め
ま
す
。
そ
の
後
、
16
歳
で
江
戸

へ
行
き
、国
学
や
儒
学
な
ど
を
学
び
、

地
元
三
田
へ
帰
郷
し
た
後
も
数
学
や

英
語
な
ど
を
学
び
続
け
ま
し
た
。
嘉

永
６
（
１
８
５
３
）
年
、
浩
四
郎
が

４
歳
の
頃
、
ペ
リ
ー
が
黒
船
で
浦
賀

に
来
て
い
ま
す
。
勉
学
に
励
ん
だ
青

少
年
期
は
鎖
国
か
ら
開
国
へ
と
日
本

全
体
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
す
る
時

代
で
し
た
。

　

明
治
５
（
１
８
７
２
）
年
、
23

歳
と
な
っ
た
浩
四
郎
は
再
び
上
京

し
、
神
奈
川
県
権
令
の
大
江
卓
の
も

と
に
書
生
と
し
て
住
み
込
み
、
翌
年

（
１
８
７
３
年
）、
教
師
を
養
成
す
る

師
範
学
校
で
あ
る
横
浜
啓
行
堂
に
入

学
し
ま
し
た
。

　

明
治
７
（
１
８
７
４
）
年
に
は
教

員
の
資
格
を
得
て
、
同
年
10
月
に
神

奈
川
県
西
多
摩
郡
引
田
村
の
集
開
学

舎
（
現
在
の
西
秋
留
小
学
校
）
に
赴

任
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
明
治
17（
１
８
８
４
）年
、

35
歳
と
な
っ
た
浩
四
郎
は
家
族
と
と

も
に
戸
倉
学
校（
後
の
戸
倉
小
学
校
）

に
訓
導
（
教
員
）
兼
校
長
と
し
て
赴

任
し
た
の
で
す
。

戸
倉
で
の
活
躍

　

浩
四
郎
が
赴
任
し
た
頃
は
「
松
方

デ
フ
レ
」
に
よ
る
全
国
的
な
不
況
の

中
に
あ
り
、
戸
倉
村
も
も
れ
な
く
そ

の
波
に
飲
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
政
治

面
で
の
混
乱
も
あ
り
校
舎
の
軒
は
傾

き
雨
漏
り
を
し
、
廃
寺
に
等
し
い
状

況
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
教
員
へ
の

給
料
不
払
い
と
い
う
苦
境
も
数
年
間

あ
り
、
厳
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
た

中
で
の
教
員
生
活
だ
っ
た
こ
と
が
伺

い
知
れ
ま
す
。
生
活
費
を
稼
ぐ
た

め
、
教
師
の
仕
事
の
他
に
早
朝
に
炭

運
び
、
夜
は
わ
ら
じ
作
り
を
し
て
い

ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
も
、
戸
倉
出
身

の
教
員
と
共
に
子
ど
も
へ
の
教
育
に

情
熱
を
注
ぎ
ま
し
た
。
地
元
の
方
の

話
で
は
「
雪
が
降
る
と･･･

先
生

は
真
っ
先
に
運
動
場
に
飛
び
出
し
て

雪
合
戦
を
よ
く
や
っ
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
子
ど
も
達
と
共
に
大
き

な
雪
だ
る
ま
を
こ
し
ら
え
て･･･

」

と
い
っ
た
よ
う
に
、
気
さ
く
な
性
格

で
子
ど
も
か
ら
人
気
が
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
弁
当
を
持
っ
て
来
ら
れ
な

い
子
ど
も
は
こ
っ
そ
り
と
お
に
ぎ
り

を
分
け
て
い
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
補
修
課
を
新
設
し
、
小
学

校
を
卒
業
し
た
後
の
補
習
教
育
を
充

実
さ
せ
た
り
と
、
地
域
の
青
年
教
育

に
も
熱
心
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
村

政
紊び
ん
乱ら
ん（
政
治
が
混
乱
す
る
こ
と
）

の
現
状
を
ど
う
に
か
自
分
た
ち
の
力

で
変
え
て
い
こ
う
と
、
青
年
達
の
教

育
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
す
。
浩
四

郎
の
指
導
が
実
を
結
び
、
明
治
25
年

の
村
政
選
挙
で
は
多
く
の
青
年
会
員

が
当
選
し
ま
し
た
。教
え
子
の
一
人
、

萩は
ぎ

原わ
ら

角か
く
左ざ
え
も
ん
衛
門
は
村
長
と
な
り
、

「
植
林
」
に
よ
る
経
済
基
盤
の
強
化

と
「
教
育
」
に
よ
る
人
材
育
成
に
よ

り
村
の
立
て
直
し
を
実
現
し
て
い
き

ま
し
た
。

　

浩
四
郎
は
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
と

い
う
在
職
中
の
明
治
29（
１
８
９
６
）

年
、
心
臓
病
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し

た
。
享
年
47
歳
。
村
全
体
で
葬
儀
を

行
い
、
村
有
志
に
よ
り
戸
倉
小
学
校

の
上
方
に
あ
る
光
厳
寺
に
埋
葬
さ
れ

ま
し
た
。
現
在
で
も
墓
碑
が
静
か
に

た
た
ず
ん
で
い
ま
す
。

　

後
年
、
そ
の
功
績
が
書
籍
等
に
ま

と
め
ら
れ
、「
日
本
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ

チ
」
と
し
て
広
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。今

を
生
き
る
私
た
ち
は

　

あ
き
る
野
市
の
人
口
が
８
万
を
割

り
込
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
少
子

高
齢
社
会
、
過
疎
化
、
環
境
問
題
な

ど
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
課
題
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
自
分
一
人

の
力
で
は･･･

」「
ど
う
せ
誰
か
が

や
る
で
し
ょ
」
と
な
ん
だ
か
他
人
任

せ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
50
年
後
、

１
０
０
年
後
を
生
き
る
次
の
世
代
の

た
め
に
今
で
き
る
こ
と
、
今
し
か
で

き
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

「
自
分
た
ち
の
こ
と
は
、
自
分
た
ち

の
力
で
」

　

浩
四
郎
や
戸
倉
の
青
年
達
の
姿
か

ら
学
べ
る
こ
と
は
多
い
よ
う
に
感
じ

ま
す
。
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地
域
の
教
育
に
心
を
燃
や
し
た　

「
日
本
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
」

あ
な
た
も
あ
き
る
野
の
自
然

・
文
化

・
歴
史
の
解
説
案
内
人
！

�

市
民
解
説
員
養
成

「
市
民
カ
レ
ッ
ジ
」

疋ひ
き

田た　

浩こ
う

四し

郎ろ
う

戸倉小学校校舎

疋田浩四郎

「地域めぐり」講座風景 「自然史Ⅰ」講座風景

ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ･･･

ス
イ
ス

の
教
育
家
。
孤
児
教
育
・

民
衆
教
育
に
生
涯
を
捧
げ

た
。

市民カレッジ「入門講座」学習内容（各１単位）
科　目 内　容

自然史Ⅰ あきる野の地質・地層、岩石

自然史Ⅱ 野鳥観察、植物観察

人物伝
（Ⅰ・Ⅱ）

市内の優れた人物の心豊かな生き方と業績
( 田中丘隅、萩原タケ、千葉卓三郎、坂本龍之輔、
海老澤峰章、岸忠左衛門など）

考古学
（Ⅰ・Ⅱ） 考古学の始まり、考古学研究法

地域めぐり
（Ⅰ・Ⅱ）

市内の歴史 ･自然などの地域理解と解説方法
（市域８コース）

中世史 あきる野の中世
（古代末期から戦国時代のあきる野）

近世史 あきる野の近世
（江戸時代のあきる野の村々）

伝統産業 市内に受け継がれている伝統産業
（江戸時代のあきる野の産業概観、軍道紙、黒八丈）

民俗芸能 市内に受け継がれている民俗芸能
（市内のお囃子・山車、農村歌舞伎など）


