
　
ち
ょ
っ
と
し
た
失
敗
談
を
聞
い
て

ほ
し
い
。
今
回
の
山
形
「
食
文
化
」

取
材
の
準
備
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

ネ
ッ
ト
で
「
タ
キ
タ
ロ
ウ
伝
説
」
と

い
う
の
が
引
っ
か
か
っ
た
。
な
ん
で

も
、
鶴
岡
市
（
旧
朝
日
村
）
の
山
奥

の
池
（
大
鳥
池
）
に
「
タ
キ
タ
ロ
ウ
」

と
い
う
２
ｍ
〜
３
ｍ
も
あ
る
巨
大

な
怪
魚
が
住
ん
で
お
り
（
確
認
さ
れ

て
お
り
）、
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）

に
矢
口
高
雄
の
『
釣
り
キ
チ
三
平
』

で
紹
介
さ
れ
、
全
国
的
に
有
名
に
な

っ
た
と
い
う
の
だ
。

　
そ
う
い
え
ば
、
こ
ど
も
の
時
に
読

ん
で
い
た
漫
画
な
の
で
、
な
ん
と
な

く
知
っ
て
い
る
よ
う
な
い
な
い
よ
う

な
…
…
。さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と「
タ

キ
タ
ロ
ウ
館
」
な
る
観
光
施
設
も
あ

る
。
こ
り
ゃ
行
か
な
き
ゃ
。
場
所
は

よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
カ
ー
ナ
ビ
を

頼
り
に
と
り
あ
え
ず
行
け
ば
な
ん
と

か
な
る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
考
え
た
。

　
山
形
市
内
か
ら
レ
ン
タ
カ
ー
に
乗

り
、
鶴
岡
市
内
を
目
指
す
。
タ
キ
タ

ロ
ウ
を（
ざ
っ
く
り
と
）「
観
に
行
く
」

た
め
に
、
途
中
で
南
下
し
荒
沢
ダ
ム

方
面
へ
30
〜
40
㎞
走
る
。
残
雪
の
残

る
４
月
初
頭
の
山
形
の
景
色
は
、

山
奥
へ
と
進
む
に
つ
れ
、
そ
の
白
色

度
合
い
が
強
ま
り
、
関
東
人
の
こ
こ

ろ
を
動
揺
さ
せ
た
。
し
ば
ら
く
し

て
、
タ
キ
タ
ロ
ウ
観
光
の
拠
点
と
も

言
う
べ
き
旧
朝
日
村
に
着
い
た
。

　
さ
っ
さ
と
結
論
を
述
べ
る
と
、
現

場
付
近
は
人
っ
子
一
人
お
ら
ず
、
タ

キ
タ
ロ
ウ
館
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
休

園
。
タ
キ
タ
ロ
ウ
の
住
む
と
い
う
大

鳥
池
に
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
ク
ル
マ

を
走
ら
せ
る
が
、
目
の
前
に
突
然
大

き
な
ゲ
ー
ト
が
現
れ
、
雪
の
た
め
進

入
禁
止
。
あ
ま
り
に
も
情
報
不
足
と

言
え
ば
情
報
不
足
だ
が
、
わ
た
し
の

タ
キ
タ
ロ
ウ
伝
説
取
材
は
、
１
ｇ
の

ネ
タ
を
拾
う
こ
と
も
な
く
撃
沈
。
元

の
道
筋
に
戻
る
の
に
、
往
復
２
時

間
も
か
か
る
壮
大
な
る
寄
り
道
で
あ

っ
た
。

　
た
し
か
に
ネ
ッ
ト
は
情
報
の
海
で

あ
り
、
と
き
に
は
情
報
の
宝
庫
と
も

な
る
が
、
ま
た
、
肝
心
な
こ
と
は
意

外
と
載
っ
て
な
か
っ
た
り
す
る
。
こ

の
タ
キ
タ
ロ
ウ
伝
説
に
関
し
て
も
情

報
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。

　
山
形
県
鶴
岡
市
の
中
心
街
に
書
店

が
あ
る
。
１
８
８
７
年
（
明
治
20
）

創
業
。
山
形
の
郷
土
史
資
料
に
は
圧

倒
的
強
さ
を
誇
る
阿
部
久
書
店
だ
。

こ
こ
は
、
東
北
地
方
の
郷
土
史
家
、

民
俗
学
者
た
ち
の
サ
ロ
ン
的
書
店
で

あ
る
。

　
伝
承
伝
説
、
山
岳
信
仰
な
ど
、
東

北
の
民
俗
、
文
化
を
伝
え
る
書
籍
、

資
料
は
２
万
冊
以
上
。
江
戸
期
の

和
本
、
明
治
、
大
正
期
の
希
少
な
古

書
類
も
扱
っ
て
い
る
。『
東
北
学
』

を
提
唱
し
た
民
俗
学
者
・
赤
坂
憲
雄

氏
も
足
を
運
ん
だ
書
店
で
あ
る
。
２

階
建
て
の
店
内
に
は
、
書
籍
の
他
に

も
巻
物
や
掛
け
軸
な
ど
、「
資
料
」

用
に
集
ま
っ
て
く
る
「
古
美
術
品
」

な
ど
で
い
っ
ぱ
い
。
各
地
の
郷
土
カ

ル
タ
や
江
戸
末
期
の
侍
姿
の
ブ
ロ
マ

イ
ド
な
ん
て
い
う
変
わ
っ
た「
商
品
」

も
眠
っ
て
い
る
。

　
５
代
目
店
主
の
阿
部
等
さ
ん
と

50
年
以
上
お
店
を
守
る
看
板
お
母
さ

ん
が
、
店
を
切
り
盛
り
す
る
。
一
見

雑
然
と
し
た
店
内
だ
が
、「
ど
の
本

が
店
内
の
ど
こ
に
あ
る
か
は
だ
い
た

の
書
店
を
訪
ね
て
み
る
。
た
ま
に

は
、
そ
ん
な
旅
が
あ
っ
て
も
い
い
。

最
初
に
こ
の
店
を
訪
れ
て
か
ら
タ
キ

タ
ロ
ウ
探
し
に
向
か
え
ば
、
わ
た
し

の
闇
雲
な
取
材
は
、
ま
た
違
っ
た
結

果
を
生
み
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

　
点
在
す
る
未
開
発
の
観
光
資
源

と
、
情
報
基
地
と
し
て
の
書
店
。
そ

の
つ
な
が
り
方
に
は
、
新
た
な
「
た

の
し
い
観
光
地
」
へ
の
ヒ
ン
ト
が
あ

る
。鶴
岡
市
の
眠
れ
る
観
光
資
源「
タ

キ
タ
ロ
ウ
伝
説
」。
い
ず
れ
こ
の
謎

は
、
こ
の
稿
で
紐
解
い
て
み
た
い
と

思
う
。
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郷土史関連のほかに、山形に関するガイドブック、
藤沢周平の著作なども充実している。

今回ただひとつのネタ。タキタロウ館の入り口。

い
把
握
し
て
い
ま
す
。
う
ち
は
マ
ニ

ア
や
研
究
者
の
人
が
よ
く
来
る
店

で
、
店
内
で
何
時
間
で
も
本
を
探
し

い
て
い
ま
す
」
と
、
阿
部
店
主
は
言

う
。
筆
者
も
欲
し
い
資
料
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
尋
ね
て
み
る
と
、
丁
寧
に

教
え
て
く
れ
た
。

　
阿
倍
さ
ん
は
鶴
岡
の
ま
ち
づ
く
り

を
目
的
と
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動

な
ど
も
し
て
お
り
、
こ
の
「
地
域
の

知
恵
と
知
識
の
詰
ま
っ
た
小
さ
な
書

店
」
が
、
地
域
活
動
の
発
信
地
に
な

っ
て
い
る
。

　
た
っ
ぷ
り
と
時
間
を
取
っ
て
地
域

山
形
県
鶴
岡
市
に
生
息
す
る
伝
説
の
巨
大
魚
「
タ
キ
タ
ロ
ウ
」。

そ
の
魚
に
関
す
る
資
料
な
ど
を
展
示
し
た
施
設
も
現
地
に
存
在
す
る
。

謎
に
満
ち
た
巨
大
魚
の
情
報
を
求
め
、ク
ル
マ
を
走
ら
せ
た
先
に
見
つ
け
た
も
の
は
？

タ
キ
タ
ロ
ウ
伝
説
と

阿
部
久
書
店

た
の
し
い
観
光
地
第 

12
回  

中
丸
謙
一
朗
（
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
）

中丸謙一朗（なかまるけんいちろう）

中丸謙一朗（なかまるけんいちろう）コラムニスト。
1963年生。横浜市出身。『POPEYE』『BRUTUS』
『SOTOKOTO』誌でエディターを務めた後、独立。
フリー編集者として、雑誌の創刊や書籍の編集に
関わる。現在は、新聞、雑誌等に、昭和の風俗や
日本の観光に関するコラムを寄稿している。主な
著書に『ロックンロール・ダイエット』（中央公論新社、
扶桑社文庫）、『車輪の上』（枻出版社）、
『大物講座』（講談社）など。伊丹十三と花邑
（秋田）が最近のマイブーム。日本民俗学会会員。

阿部久書店 
１８８７年創業。主に一階が
新刊部門。２階が郷土史関連の
古書部門となっている。
住所●山形県鶴岡市山王町8-21
電話●0235-22-0220
営業時間●9時30分から19時。
無休。

2017年（平成29年）
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