
鯖江女師生を中心とせる社会変遷双六図（当館蔵）

鉄道競争すごろく1925（大正14）年（当館蔵）

少年少女小学教科双六　1907（明治40）年（当館蔵）

　

江
戸
時
代
か
ら
正
月
遊
び
の
一

つ
と
し
て
家
族
で
親
し
ま
れ
た
す

ご
ろ
く
。
明
治
５
年
学
制
（
公
布
）

で
新
た
に
小
学
校
教
育
が
始
ま
る

と
、
す
ご
ろ
く
が
学
び
の
一
つ
と

し
て
教
育
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
児
童
雑

誌
の
付
録
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
が
あ
そ
び
を
通
し
て

学
び
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

時
代
の
変
化
と
と
も
に
子
ど
も

た
ち
の
あ
そ
び
も
変
化
し
て
い
ま

す
が
、
す
ご
ろ
く
は
、
現
在
で
も

さ
ま
ざ
な
場
面
で
子
ど
も
か
ら
大

人
ま
で
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
別
展
で
は
教
育
に
関
す

る
す
ご
ろ
く
を
中
心
に
、
家
庭
で

親
し
ま
れ
た
す
ご
ろ
く
や
現
代
の

す
ご
ろ
く
な
ど
も
紹
介
し
ま
す
。

　

鯖
江
女
子
師
範
学
校
で
教
員
が

作
成
し
た
双
六
掛
図
「
公
民
科
郷

す
ご
ろ
く
か
け

ず

土
化
と
し
て
」
を
見
る
と
、
女
子

師
範
生
に
対
す
る
期
待
が
見
え
て

き
ま
す
。
卒
業
後
の
家
庭
や
勤
務

校
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
際
社

会
に
至
る
ま
で
の
広
い
世
界
で
の

活
躍
が
女
子
師
範
生
に
期
待
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
双
六
掛
図

か
ら
は
読
み
取
れ
ま
す
。

▼
鯖
江
女
子
師
範
・
社
会
変
遷
双

し

は
ん

へ
ん
せ
ん
す
ご

六
図　

１
９
３
１（
昭
和
６
）年
頃

ろ
く

▼
少
年
少
女
小
学
教
科
双
六　
　

す
ご
ろ
く

　
　
　
　

１
９
０
７（
明
治
40
）年

▼
壱
万
哩
記
念
・
鉄
道
競
争
す
ご

い
ち
ま
ん
ま
い
る

て
つ
ど
う

ろ
く　
　

１
９
２
５
（
大
正
14
）
年

　

鉄
道
の
営
業
距
離
が
１
万
マ
イ

ル
を
超
え
た
記
念
に
大
阪
毎
日
新

聞
と
東
京
日
日
新
聞
の
両
社
が
お

こ
な
っ
た
「
全
国
鉄
道
競
争
」
を

ゲ
ー
ム
化
し
た
も
の
で
、
大
阪
毎

日
新
聞
の
お
正
月
の
付
録
と
し
て

つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　

双
六
と
い
う
遊
び
を
通
し
て
学

す
ご
ろ
く

び
や
人
生
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ

る
た
め
の
教
材
。
「
上
が
り
」
は

「
退
場
」
（
卒
業
の
意
味
）。
「
読

み
方
」「
書
き
方
」
「
と
う
ば
ん
」

「
た
い
そ
う
」
等
、
理
解
し
や
す

い
言
葉
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。


