
香
美
市
物も
の

部べ

町
小こ

峰み
ね

出
身
の
小
松
春
重
さ

ん
の
作
っ
た
果
物
カ
ゴ
で
す
。

｢

木
六
月
竹
九
月｣

と
言
っ
て
、
竹
を
伐

る
時
期
に
は
伝
え
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時

期
に
伐
れ
ば
虫
が
入
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。

マ
ダ
ケ
は
小
峰
に
は
無
か
っ
た
し
、
マ
ダ

ケ
は
ね
ば
り
が
無
く
カ
ゴ
に
は
良
く
な
か
っ

た
の
で
、
ハ
チ
ク
を
使
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
ず
硬
い
カ
シ
の
木
の
十
字
型
の
も
の
を

使
っ
て
四
つ
に
割
り
、
そ
れ
を
さ
ら
に
二
分

の
一
、
二
分
の
一
に
し
て
最
後
に
ヒ
ゴ
抜
き

を
通
し
て
太
さ
何
ミ
リ
と
い
っ
た
細
い
ヒ
ゴ

に
し
ま
す
。

小
松
さ
ん
の
腕
が
ヒ
ュ
ウ
ッ
と
動
く
と
、

シ
ュ
ル
シ
ュ
ル
シ
ュ
ル
と
細
い
ヒ
ゴ
が
生
ま

れ
出
て
き
ま
す
。
簡
単
な
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
こ
こ
が
一
番
難
し
く
大
変
な
と
こ
ろ
な

の
で
す
。

そ
の
ヒ
ゴ
を
縦
横
に
て
い
ね
い
に
編
ん
で

い
く
こ
と
で
こ
の
繊
細
な
カ
ゴ
が
出
来
上
が

り
ま
す
。

小
松
さ
ん
は
お
父
さ
ん
か
ら
こ
の
技
術
を

習
い
ま
し
た
が
、
仕
事
に
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
以
前
は
山
に
暮
ら
す
人
は

上
手
下
手
は
あ
っ
て
も
、
た
い
て
い
カ
ゴ
は

編
め
た
の
だ
そ
う
で
す
。

小
松
さ
ん
の
作
る
カ
ゴ
は
大
変
緻
密
で
、

竹
細
工
の
美
し
さ
が
に
じ
み
で
て
い
ま
す
。

(

梅
野)
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高
知
市
か
ら
北
の
山
を
見
る
と
、
竹
林
が

か
な
り
を
占
め
て
い
ま
す
。

五
年
前
に
高
知
・
竹
林
問
題
研
究
会
・
21

世
紀
ふ
る
さ
と
ク
ラ
ブ
が
行
な
っ
た

『
高
知

県
春
野
町
に
お
け
る
竹
林
拡
大
の
実
態
調
査

報
告
書』

に
よ
る
と
、
調
査
地
点
で
一
九
七

五
年
に
一
〇
％
だ
っ
た
竹
林
が
一
九
九
六
年

に
は
二
〇
％
に
拡
大
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

お
そ
ら
く
高
知
市
を
は
じ
め
、
平
野
に
近

い
山
の
竹
林
も
似
た
よ
う
な
ペ
ー
ス
で
広
が
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
増
え
た
竹
林
は
手
入

れ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
様
々
な
問
題
を
生

ん
で
い
ま
す
。

学
芸
員
の
中
村
・
梅
野
、
そ
し
て
坂
本
正

夫
前
館
長
は
、
県
民
の
方
と
い
っ
し
ょ
に

｢

と
さ
民
俗
文
化
研
究
会｣

に
参
加
し
、
ト

ヨ
タ
財
団
の
助
成
を
受
け
て
平
成
十
六
年
か

ら
竹
の
調
査
を
始
め
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
ま
ず
過
去
の
人
間
の
生
活
と

竹
と
の
関
わ
り
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
か
ら
学
ぼ
う
と
、
民
具
を
収
蔵
し
て
い
る

資
料
館
や
施
設
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

と
言
っ
て
も
、
高
知
県
全
域
で
は
広
す
ぎ

る
の
で
、
山
村
か
ら
海
岸
ま
で
の
違
い
を
見

る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
流
路
が
そ
れ
ほ
ど

長
大
で
は
な
い
物
部
川
流
域
を
モ
デ
ル
に
選

ん
で
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
ど
の

資
料
館
に
も
た
く
さ
ん
の
竹
製
の
民
具
が
あ
っ

た
の
で
す
。

竹
の
あ
る
暮
ら
し

洗
っ
た
食
器
を
入
れ
る
メ
ゴ
や
ソ
ウ
ケ
、

砂
利
な
ど
を
運
ぶ
丈
夫
な
バ
イ
リ
ョ
ウ
と
い

う
カ
ゴ
、
牛
の
肥
を
運
ぶ
メ
ゴ
、
野
菜
を
洗

う
た
め
の
ユ
ギ
カ
ゴ
、
作
物
を
乾
燥
さ
せ
る

円
形
の
サ
ツ
マ
、
カ
イ
コ
の
餌
の
桑
の
葉
を

入
れ
る
ク
ワ
カ
ゴ
、
魚
を
捕
ま
え
る
罠
の
モ

ジ
や
ウ
エ
、
捕
ま
え
た
魚
を
入
れ
て
お
く
ビ

ク
…
等
々
。
以
上
は
主
に
竹
だ
け
で
で
き
た

道
具
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
、
釣
り
竿
や
ホ

ウ
キ
の
柄
、
桶
の
タ
ガ
な
ど
素
材
の
一
部
に

竹
を
使
っ
た
も
の
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

次
に
、
実
際
に
道
具
を
使
っ
た
こ
と
の
あ

る
お
年
寄
り
に
話
し
を
聞
き
に
行
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
は
、
物
干
し
竿
、
稲
を
干
す
竿
、
生

活
用
水
を
通
す
管
な
ど
、
竹
が
暮
ら
し
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
所
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う

話
し
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
か
つ
て

は
竹
の
無
い
生
活
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
す
。
竹
の
あ
る
昔
の
生
活
様
式
は
今
回

の
展
示
の
た
め
に
考
え
た
〈
バ
ン
ブ
ー
・
ス

タ
イ
ル
〉
と
言
う
タ
イ
ト
ル
通
り
の
暮
ら
し

だ
っ
た
の
で
す
。

ま
っ
す
ぐ
で
長
く
て
丈
夫
で
し
な
や
か
、

割
っ
て
ヒ
ゴ
に
す
れ
ば
編
ん
で
軽
く
て
丈
夫

な
容
器
、
カ
ゴ
や
ザ
ル
を
作
る
こ
と
が
可
能
。

水
に
も
強
く
、
水
切
り
に
も
適
し
て
い
る
竹

の
性
格
が
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
作
る
の
に
適

し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
竹
の
良
い
所
は
、
人
家
の
近
く
に

生
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
切
る

時
期
こ
そ
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
必
要
な
時

に
簡
単
に
手
に
入
る
竹
は
大
変
便
利
な
素
材

だ
っ
た
の
で
す
。

展
示
で
は
、
ま
ず
竹
を
使
っ
た
伝
統
的
な

道
具
の
さ
ま
ざ
ま
を
紹
介
し
、
生
活
の
中
で

竹
が
い
か
に
い
ろ
い
ろ
な
所
で
使
わ
れ
て
き

た
か
を
紹
介
し
ま
す
。

五
月
一
九
日
の
講
演
会
で
は
植
物
学
の
黒

岩
和
男
先
生
、
民
俗
学
の
坂
本
正
夫
先
生
お

二
人
の
お
話
か
ら
、
植
物
と
し
て
の
竹
の
種

類
や
特
徴
と
、
そ
れ
を
使
う
高
知
県
の
民
俗

に
つ
い
て
お
話
し
し
て
頂
き
ま
す
。

竹
ば
か
り
で
な
く
、
私
た
ち
人
間
は
身
近

な
自
然
素
材
を
う
ま
く
使
っ
て
暮
ら
し
て
き

ま
し
た
。
六
月
二
日
の
講
座
で
は
、
人
間
と

植
物
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
四
国
民
俗
学
会
・

四
国
民
具
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
が
さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ま
す
。

失
わ
れ
ゆ
く
職
人
の
技

竹
細
工
を
見
て
い
る
と
、
編
み
目
の
美
し

さ
に
引
か
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
道
具
は
土
地

の
器
用
な
人
や
専
門
の
職
人
に
よ
っ
て
生
み

―２―

香美市物部町岡ノ内
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出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
上
手
い
人
の
作
っ
た

製
品
は
、
ア
ー
ト
と
言
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
よ
う
な
素
晴
ら
し
さ
で
す
。

今
回
の
調
査
で
、
職
人
の
方
の
仕
事
を
見

学
さ
せ
て
頂
き
、
そ
の
技
術
に
舌
を
巻
き
ま

し
た
。

展
示
で
は
、
カ
ゴ
の
製
造
過
程
の
資
料
や

ビ
デ
オ
で
そ
の
技
術
の
一
端
を
紹
介
す
る
予

定
で
す
。

で
す
が
、
で
き
れ
ば
ナ
マ
の
職
人
の
技
を

来
館
さ
れ
た
方
に
も
見
て
い
た
だ
き
た
い
と

私
た
ち
は
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
特
別
に

職
人
の
方
を
お
招
き
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま

す

(

５
月
４
日
・
６
月
３
日)

。
ぜ
ひ
お
見

逃
し
な
い
よ
う
に
。

ま
た
、
実
際
に
カ
ゴ
作
り
を
体
験
し
た
い

と
い
う
方
の
た
め
に
、
一
日
で
カ
ゴ
を
作
る

講
座
も
行
な
い
ま
す

(

５
月
13
日)

。
材
料

作
り
か
ら
挑
戦
す
る
本
格
的
な
も
の
に
な
る

予
定
で
す
。

竹
細
工
職
人
の
技
術
も
需
要
が
少
な
く
な
っ

て
き
た
今
、
次
の
世
代
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と

な
く
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
回
の

展
示
を
き
っ
か
け
に
竹
細
工
を
や
っ
て
み
よ

う
と
い
う
人
が
出
て
き
た
ら
こ

れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

物
部
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

ひ
と
つ
の
川
の
下
流
か
ら
上

流
ま
で
の
竹
の
植
生
を
調
べ
よ

う
と
、
黒
岩
和
男
先
生
と
い
っ

し
ょ
に
物
部
川
を
さ
か
の
ぼ
り

ま
し
た
。

海
岸
や
河
口
付
近
で
は
少
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
少
し
川
を

さ
か
の
ぼ
る
と
竹
の
群
落
は
い

た
る
所
に
あ
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
旧
物
部
村
の
役
場
が
あ
っ

た
大
栃
を
過
ぎ
、
県
境
に
近
づ

く
に
つ
れ
て
、
山
深
く
な
る
と

竹
林
が
減
っ
て
き
ま
し
た
。
人

の
住
ん
で
い
な
い
辺
り
で
は
ま
っ

た
く
竹
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
人
家
の
近
く
に
は
、
ま
と
ま
っ

た
竹
林
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
、

人
の
住
む
所
に
竹
が
あ
る
の
だ
と
気
づ
き
ま

し
た
。

竹
は
地
下
茎
か
ら
タ
ケ
ノ
コ
を
出
し
て
増

え
ま
す
が
、
花
は
滅
多
に
咲
か
な
い
の
で
種

で
は
遠
く
へ
広
が
り
に
く
い
と
い
う
性
格
を

も
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
竹
を
離
れ
た

地
で
育
て
る
に
は
人
間
が
株
を
移
植
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
る
と
、
竹
林
の
多
く
は
も
と
も

と
人
間
が
作
っ
た
人
為
的
な
自
然
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
の
生
活
領
域

が
広
が
る
と
と
も
に
、
有
用
植
物
で
あ
る
竹

を
持
ち
運
び
、
竹
も
そ
の
範
囲
を
広
げ
て
い
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

竹
の
需
要
が
減
っ
て

こ
の
よ
う
に
人
間
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
竹
で
す
が
、
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど

新
し
い
素
材
が
工
場
で
大
量
に
生
産
さ
れ
、

安
く
買
え
る
よ
う
に
な
る
と
、
竹
は
急
速
に

使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

タ
ケ
ノ
コ
の
需
要
が
減
っ
た
こ
と
も
大
き

い
よ
う
で
す
。
お
い
し
い
タ
ケ
ノ
コ
が
出
来

る
孟も

う

宗そ
う

竹ち
く

は
、
江
戸
時
代
に
日
本
へ
も
た
ら

さ
れ
各
地
に
広
が
っ
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
外
国
産
の
タ
ケ
ノ
コ
が
入
っ
て

く
る
と
、
国
内
の
タ
ケ
ノ
コ
の
需
要
が
減
り
、

竹
林
の
放
置
に
拍
車
を
か
け
て
い
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
伐
採
や
加
工
に
大
き
な
手
間

と
労
賃
が
か
か
る
近
く
の
竹
林
は
、
わ
ず
か

な
タ
ケ
ノ
コ
を
取
る
以
外
に
は
無
用
の
長
物

―３―

ヒシャク
節を利用して水を溜
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に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

県
内
に
限
ら
ず
各
地
で
目
に
す
る
竹
林
は
、

竹
が
び
っ
し
り
生
え
て
足
も
踏
み
込
め
な
か
っ

た
り
、
倒
れ
た
竹
が
何
本
も
そ
の
ま
ま
放
置

さ
れ
て
い
る
所
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
手
を
か

け
る
商
品
価
値
が
無
か
っ
た
り
、
労
力
の
余

裕
が
無
い
た
め
、
竹
林
は
ほ
っ
た
ら
か
し
と

く
し
か
な
い
、
と
い
う
状
態
な
の
で
す
。
放
っ

て
お
い
て
も
ぐ
ん
ぐ
ん
育
つ
と
い
う
竹
の
特

徴
が
悪
い
方
に
働
き
、
竹
は
周
り
の
里
山
を

覆
い
つ
く
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

あ
れ
ほ
ど
人
の
役
に
立
っ
て
き
た
竹
な
の

に
、
人
が
自
分
た
ち
の
た
め
に
植
え
た
竹
な

の
に
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
両
者
に
と
っ
て

不
幸
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

新
し
い
試
み

私
た
ち
は
、
竹
と
の
関
係
を
責
任

も
っ
て
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。

展
示
で
は
、
竹
と
の
関
係
を
改
善

す
る
た
め
の
試
み
の
い
く
つ
か
を
紹

介
し
ま
す
。

テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
高
知
県
春
野
町
は
拡
大
す
る

竹
林
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
竹

の
床
材
を
作
る
事
業
に
挑
戦
し
ま
し

た
。
新
し
く
で
き
た
高
知
医
療
セ
ン

タ
ー
の
床
は
竹
で
出
来
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
竹
材
を
伐
採
す
る

手
間
賃
が
か
か
り
す
ぎ
て
残
念
な
が

ら
休
止
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
今
度
は
、

竹
材
と
あ
わ
せ
て
、
竹
の
バ
イ
オ
マ
ス
利
用

に
挑
戦
し
て
い
ま
す
。

地
域
の
資
源
を
利
用
し
て
地
域
を
良
く
し

て
い
き
た
い
、
と
い
う
担
当
の
中
曽
根
さ
ん

の
情
熱
に
私
た
ち
は
打
た
れ
ま
し
た
。

香
美
市
香
北
町
の
中
川
康
之
亮
さ
ん
も
別

の
意
味
で
竹
に
と
り
つ
か
れ
た
一
人
で
す
。

高
知
市
の
日
曜
市
で
竹
の
お
も
ち
ゃ
を
販
売

す
る
中
川
さ
ん
の
願
い
は
、
多
く
の
人
に
竹

に
親
し
ん
で
も
ら
っ
て
、
生
き
て
い
る
竹
の

技
術
を
伝
え
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

企
画
展
が
オ
ー
プ
ン
す
る
四
月
二
十
一
日

に
は
、
中
川
さ
ん
の
指
導
で
高
知
工
科
大
学

の
学
生
さ
ん
が
中
心
に
竹
の
ド
ー
ム
を
ア
ト

リ
ウ
ム
に
作
り
ま
す
。
こ
の
ド
ー
ム
は
期
間

中
置
か
れ
て
、
企
画
展
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
り

ま
す
。
ド
ー
ム
作
り
を
い
っ
し
ょ
に
手
伝
っ

て
頂
け
る
方
も
募
集
し
て
い
ま
す
。
中
川
さ

ん
作
の
竹
の
お
も
ち
ゃ
は
、
二
階
ロ
ビ
ー
で

自
由
に
遊
べ
る
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

と
さ
民
俗
文
化
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も

あ
る
山
崎
大
造
さ
ん
は
、
竹
細
工
を
作
る
若

い
職
人
さ
ん
で
す
が
、
竹
を
使
っ
た
光
の
ア
ー

ト
作
品
を
作
る
作
家
で
も
あ
り
ま
す
。
竹
の

中
か
ら
た
く
さ
ん
の
穴
を
通
し
て
漏
れ
る
優

し
い
光
が
私
た
ち
の
心
を
照
ら
し
ま
す
。

展
示
で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
試
み
、

新
し
い
〈
バ
ン
ブ
ー
・
ス
タ
イ
ル
〉
に
つ
い

て
も
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
竹
を
未
来
の
私

た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
活
か
す
た
め
に
。

竹
に
親
し
も
う

多
く
の
人
に
竹
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、

親
子
や
家
族
で
楽
し
め
る
催
し
を
企
画
し
ま

し
た
。

五
月
三
日
の
歴
民
の
日

(

入
場
無
料)

に

は
、
市
原
麟
一
郎
さ
ん
の｢

土
佐
民
話
の
家｣

を
民
家
で
行
な
い
ま
す
。

中
が
空
洞
で
、
空
気
を
吹
き
込
む
と
音
が

出
る
竹
は
笛
の
材
料
に
適
し
て
い
ま
す
。
ま

た
叩
く
と
音
が
響
き
ま
す
。

五
月
三
日
に
は
、
ケ
ー
ナ
奏
者
・
大
目
眞

壱
さ
ん
と
ロ
ス
・
ト
マ
テ
ス
に
よ
る
竹
で
で

き
た
ケ
ー
ナ
を
使
っ
た
楽
し
い
演
奏
会
、
五

月
五
日
に
は
世
界
の
珍
し
い
竹
の
楽
器
の
音

を
聞
け
る

｢

世
界
の
竹
の
楽
器
図
鑑｣

を
、

楽
器
博
士
・
北
村
剛
さ
ん
の
お
話
と
演
奏
で

行
な
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
に
は
、
五
月
四
日
の

｢

竹
の

笛

(

う
ぐ
い
す
笛)

を
作
ろ
う｣

、
五
月
五

日
の

｢

竹
ト
ン
ボ
を
作
ろ
う｣

が
お
勧
め
で

す
。
四
日
と
五
日
は
物
作
り
体
験
で
す
。
お

父
さ
ん
お
母
さ
ん
も
い
っ
し
ょ
に
手
伝
っ
て

く
だ
さ
い
。
四
日
は
、
出
来
た
笛
で
演
奏
し

て
み
る
予
定
、
五
日
は
、
講
師
の
昆
虫
職
人
・

尾
�
直
広
さ
ん
が
参
加
者
へ
お
み
や
げ
を
準

備
し
て
く
だ
さ
る
そ
う
で
す
。

期
間
中
、
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
で
み
な
さ
ま

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。竹
に
親
し
ん
で
、身

近
な
自
然
を
見
直
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

―４―

人家の近くにある竹林｡ 竹は人間と長く深いつながりがあった
(香美市香北町谷相)

山崎大造さんの作品 (撮影 山本芳子)



歴
民
館
に
は
数
多
く
の
重
要
資
料
が
収
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
寄
託
と
い
う
形
で
の
お

預
か
り
資
料
が
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い

ま
す
。

長
宗
我
部
元
親
の
実
弟
香こ

う

宗そ

我か

部べ

親ち
か

泰や
す

所

用
と
伝
え
る
、
甲
冑
・
陣
羽
織
・
槍
・
采さ
い

配は
い

は
、
平
成
六
年
度
の

｢

四
国
の
戦
国
群
像｣

展
で
初
公
開
さ
れ
、
大
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

そ
の
後
、
現
存
す
る
唯
一
の
長
宗
我
部
一
族

の
遺
品

(

武
器
・
武
具)

と
し
て
ご
子
孫
一

良
氏
よ
り
寄
託
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
度た
び

寄

贈
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

一
方
、
高
岡
郡
の
有
力
郷
士
、
片
岡
家
伝

来
の
家
資
料
は
、
土
佐
藩
下
級
武
士
層
の
教

養
等
が
垣
間
見
え
る
一
括
文
書
数
百
点
が
中

心
と
な
り
ま
す
。
他
に
も
、
土
佐
勤
王
党
員

片
岡
左
太
郎
所
用
の
甲
冑
や
、
一
族
の
女
性

が
身
に
付
け
た
打
掛

う
ち
か
け

な
ど
の
貴
重
な
資
料
を

含
み
ま
す
。

こ
れ
ら
の
資
料
群
は
、
故
片
岡
正
一
郎
氏

に
よ
っ
て
、
昭
和
五
三
・
五
九
年
に
寄
託
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
奥
様
登
美
子
氏
の
ご
英

断
に
よ
り
寄
贈
へ
と
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
お
二
人
の
ご
厚
志
に
お
応
え
す
る

た
め
、
高
知
県
知
事
名
の
感
謝
状
が
当
館
館

長
よ
り
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

今
後
と
も
適
正
に
管
理
し
、
機
会
あ
る
ご

と
に
展
示
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(

野
本)

夏
休
み
も
終
わ
り
近
い
頃
、
本
館
の
ワ
ク

ワ
ク
ワ
ー
ク
で

｢

水
鉄
砲
を
作
ろ
う｣

の
行

事
が
あ
っ
た
。
館
の
教
育
普
及
の
一
環
で

｢

も
の
づ
く
り｣

｢

や
っ
て
み
る｣

と
い
っ
た

体
験
メ
ニ
ュ
ー
。
今
年
も
多
く
の
親
子
が
集

ま
っ
て
く
れ
た
。

材
料
も
道
具
も
準
備
さ
れ
、
参
加
者
は
指

導
者
の
教
え
に
従
い
そ
れ
を
使
っ
て
作
り
、

水
を
と
ば
し
て

｢

と
ん
だ｣

で
終
わ
る
。
山

を
駆
け
て
材
料
を
選
ぶ
こ
と
も
な
く
、
ど
の

節
を
残
し
ど
う
切
れ
ば
よ
り
合
理
的
か
、
押

し
棒
の
切
り
方
も
、
綿
布
の
巻
き
方
も
す
べ

て
教
え
の
通
り
す
す
め
ば
水
鉄
砲
が
で
き
る
。

い
ま

｢

子
ど
も
文
化｣

が
失
わ
れ
た
と
よ

く
言
わ
れ
る
。
児
童
出
版
物
に
児
童
映
画
、

児
童
劇
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
の
児
童
番
組
な

ど
、
大
人
が
授
け
る

｢

児
童
文
化｣

は
氾
濫

す
る
。
し
か
し
子
ど
も
達
が
継
承
し
て
き
た

遊
び
道
具
、
そ
れ
を
手
作
り
す
る
方
法
や
技

術
の
伝
え
手
を
少
な
く
し
、
手
作
り
の
方
法

も
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
き
た
。
さ
ま
ざ
ま
な

年
齢
の
子
、
近
隣
の
遊
び
集
団
の
交
流
、
多

く
の
年
長
の
子
の
作
る
も
の
を
見
て
後
輩
は

真
似
す
る
。
時
に
は
手
を
と
っ
て
教
え
て
も

ら
う
。
こ
ん
な
光
景
は
見
か
け
な
い
。

交
通
事
情
や
犯
罪
の
危
険
で
、
子
ど
も
達

の
遊
び
場
は
制
限
さ
れ
、
家
庭
教
育
の
要
求

増
大
は
遊
び
の
時
間
を
こ
ま
ぎ
れ
に
し
、
仲

間
集
団
も
変
質
さ
せ
た
。
小
刀
携
帯
禁
止
の

刀
狩
令
も

｢

子
ど
も
文
化｣

喪
失
の
一
因
だ

ろ
う
。

｢

肥
後
の
守｣

は
い
つ
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
あ

り
、
山
を
走
り
、
多
く
の
友
と
、
モ
ノ
作
り

に
日
暮
れ
も
忘
れ
た
頃
が
思
い
出
さ
れ
た
一

日
で
あ
っ
た
。

―５―

｢お役に立てば光栄です｣ とにこやか
に微
ほほ

笑
え

む片岡登美子さん

｢個人で管理していくのは大変なのでホッとしまし
た｣ と語る香宗我部一良さん

館

長

宅

間

一

之
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香
宗
我
部･

片
岡
家
資
料
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
！

重
要
寄
託
資
料

歴歴
民民
館館
のの
パパ
テテ
ィィ
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―６―

釈
尊
が
出
家
す
る
以
前
、
王
と
し
て
青
年
時
代
を
過
ご
し

た
故
城
は
何
処
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

釈
尊
が
生
ま
れ
た
都
は
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ

(K
apila

vastu
)

と
呼
ば
れ
、
漢
訳
名
は
迦
毘
羅
衛
・
劫
比
羅
伐
�

堵
な
ど
と
書
き
ま
す
。
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
は
、
現
在
の
ネ

パ
ー
ル
・
イ
ン
ド
国
境
付
近
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
比
定
地
に
つ
い
て
は
、
論
争
が
続
い
て
ま
す
。
そ
の
候

補
地
の
一
つ
と
し
て
、
ネ
パ
ー
ル
の
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
、
日
本
・
イ
ン
ド
・
ネ

パ
ー
ル
が
発
掘
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
イ

ン
ド
の
ビ
プ
ラ
ー
ワ
ー
・
ガ
ン
ワ
リ
ア
が
比
定
地
と
し
て
あ

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
か
つ
て
こ
の
カ
ピ
ラ
城
を
訪
れ

て
い
た
有
名
な
僧
が
い
ま
し
た
。
五
世
紀
に
は
法
顕

ほ
っ
け
ん

、
七
世

紀
に
は
玄
奘

げ
ん
じ
ょ
う
が
こ
の
地
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
玄
奘
の

『

大
唐

西
域
記』

に
よ
れ
ば
、
玄
奘
が
み
た
の
は
荒
廃
し
た
城
壁
で

し
た
。
釈
尊
の
父
浄
飯
王
や

摩ま

耶や

夫ぶ

人に
ん

の
正
殿
や
寝
床
に

は
精
舎

し
ょ
う
じ
ゃ
が
建
ち
、
像
が
あ
っ

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
釈
尊
の
出
家
の
動
機
の

一
つ
と
な
っ
た
四
門
に
老
人
、

病
人
、
死
者
、
沙
門
し
ゃ
も
ん

の
像
も

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
釈
尊
の
晩
年
、
劫
比

羅
伐
�
堵
国
は
、
舎
衛
国
に

滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

(

岡
本)

｢

長
宗
我
部
盛
親
展｣

の
関
連
企
画
と
し
て
、
昨
年
実
施

し
た
史
跡
め
ぐ
り
で
は
、
県
内
外
の
長
宗
我
部
氏
関
連
史
跡

を
訪
ね
ま
し
た
。

幾
つ
か
訪
問
し
た
見
学
地
の
な
か
で
、
最
も
参
加
者
の
反

応
が
大
き
か
っ
た
の
が
、
香
川
県
高た
か

瀬
町

せ
ち
ょ
う

上か
み

勝か
つ

間ま

に
あ
る
日ひ

枝え

神
社

(

山
王
さ
ん)

で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
神
社
内
に
、

土
佐
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

日
枝
神
社
の
由
緒
沿
革
に
は
、｢

天
正
六
年

(

一
五
七
八)

、

長
宗
我
部
元
親
の
讃
岐
本も
と

篠し
の

城
攻
め
に
よ
り
同
城
が
落
城
。

新
城
主
と
し
て
重
臣
中な
か

内う
ち

藤と
う

左ざ

衛え

門も
ん

が
入
城
し
た
。
こ
の
時

藤
左
衛
門
は
、
元
親
の
命
に
よ
り
、
土
佐
一
宮
の
分
霊
を
こ

の
地
に
奉ほ
う

斎さ
い

し
た｣

(

一
部
要
約)

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
元
親
の
軍
勢
が
去
っ
た
後

も
、
こ
の
地
で
土
佐
神
社
は
祀ま
つ

ら
れ
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、

元
々
古
く
か
ら
あ
っ
た

｢

山
王
大
権
現｣

(

日
枝
神
社)

の

社や
し
ろと

｢

土
佐
神
社｣

の

社
は
並
立
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
明
治
以

降
、
土
佐
神
社
一ひ
と

言こ
と

主ぬ
し

神
は
、
隣
に
鎮
座
し
て

い
た
日
枝
神
社
に
合ご

う

祀し

(

相
殿)

さ
れ
今
日
に

至
り
ま
す
。

数
百
年
間
讃
岐
で
祀

ら
れ
て
き
た
土
佐
神
社
。

歴
史
の
浪
漫
を
感
じ
ま

す
。

(

野
本)

民
俗
部
門
で
は
、
昨
年
寄
贈
さ
れ
た
民
俗
写
真
家
・
田
辺

寿
男
さ
ん
の
写
真
資
料
を
整
理
し
て
目
録
を
作
成
中
で
す
。

目
録
作
り
は
、
企
画
展
や
普
及
事
業
と
違
っ
て
表
に
出
な

い
地
味
な
仕
事
で
す
が
、
博
物
館
に
と
っ
て
は
大
事
な
仕
事

の
ひ
と
つ
で
す
。
博
物
館
の
収
蔵
資
料
は
、
厳
重
に
保
管
し

未
来
へ
伝
え
る
こ
と
が
第
一
で
す
が
、
県
民
を
は
じ
め
多
く

の
方
が
何
ら
か
の
形
で
利
用
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
目
録
が
無
い
と
何
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
利
用

し
た
い
と
思
っ
て
も
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
数
人
で
手
分
け
し
て
フ
ィ
ル
ム
に
何
が
写
っ
て

い
る
か
、
何
コ
マ
あ
る
か
を
確
認
し
、
目
録
を
作
っ
て
い
ま

す
。
幸
い
、
田
辺
さ
ん
の
フ
ィ
ル
ム
に
は
、
い
つ
、
何
を
写

し
た
か
の
メ
モ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
元
に
見
出
し
や

日
付
を
記
録
し
ま
す
。
し
か
し
、
中
に
は
、
フ
ィ
ル
ム
の
順

番
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
も
の
や
、
地
名
が
わ
か
ら
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
も
田
辺
さ
ん
の
写
真
資
料
は
全
部
で

五
万
点
も
あ
り
、
作
業
に
は
多
く
の
人
手
と
時
間
が
か
か
り

ま
す
。
目
録
の
一
冊
目
は
こ
の
春
に
刊
行
予
定
で
す
が
、
全

部
出
す
に
は
し
ば
ら
く
か

か
り
そ
う
で
す
。

で
す
が
、
目
録
が
出
来

れ
ば
、
高
知
の
昭
和
三
〇

年
代
か
ら
平
成
に
か
け
て

の
民
俗
の
写
真
記
録
と
い

う
宝
物
が
、
私
た
ち
に
利

用
し
や
す
い
形
に
な
る
の

で
す
。

(

中
村)

日枝神社の神紋｡ 何がモチーフになっているか
分かりますか？

タライ地方の仏跡

� � � � � � � �
�

�
�

�
�

�

史
跡
め
ぐ
り
の
見
学
地
よ
り

－

讃
岐
に
も
あ
る
土
佐
神
社－

田
辺
寿
男
写
真
目
録
作
成
中

��
��

��
��

��
��

仏
跡
巡
礼

－

釈
迦
族
の
故
城
カ
ピ
ラ
城
跡
④－

答え:日枝神社の｢日｣と土佐神社の｢土｣を組み合わせたもの｡

｢大根を干す｣南国市浜改田 田辺寿男氏撮影
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開館15周年を記念して行われ

た今回の展示には､ 一般のボラ

ンティアを始め各関係機関など

多数の方にご協力いただきました｡ ありがとうございました｡

これからも､ 高知の歴史・文化を守り伝えていくべく力を尽くしてまいりたいと思います｡

今後ともよろしくお願い申し上げます｡ (猪野)

一一万万人人
がが

見見たた!!!
! ������������
フロアー展 inくろしおアリーナ

３３月月１１日日～～４４日日ままでで高高知知市市五五台台山山のの東東部部総総合合運運動動場場くくろろししおおアアリリーーナナでで行行わわれれたた ｢｢伊伊能能大大図図フフ

ロロアアーー展展iinnくくろろししおおアアリリーーナナ｣｣ はは1111,,773355人人のの来来場場者者でで幕幕をを下下ろろししままししたた｡｡

老老若若男男女女問問わわずず様様々々なな方方がが

ごご来来場場くくだだささりり､､ フフロロアアーー面面

にに敷敷きき詰詰めめらられれたた地地図図のの上上をを

興興味味深深そそううにに歩歩いいてていいままししたた｡｡

アアリリーーナナ２２階階でではは､､ 歩歩測測体体

験験やや地地図図ククイイズズもも行行わわれれ､､ 正正

解解者者にに配配らられれたた地地図図パパズズルルをを

嬉嬉ししそそううにに手手にに持持ちち会会場場にに現現

れれたた子子どどもも達達ももいいままししたた｡｡
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http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/̃rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

展示替えのため4月19日～20日､
6月11日～12日

資料燻蒸のため6月18日～6月25日
は休館いたします｡

�������������	�
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��������	
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�� �������	


平成19年4月21日(土)～6月10日(日)

里山に拡大し社会問題になっている
竹ですが､ ほんのこの間までは､ 生活
になくてはならない植物でした｡ この
展示では､ かつて暮らしの中で使われ
てきた竹製の民具と､ それらを生み出
してきた職人技を紹介するとともに新
しい竹の利用法も展示いたします｡

３階総合展示室

����������������	
�����
4月27日(金)～5月16日(水)

最近当館に収蔵された新史料や､ これまで十分にご紹介するこ
とが出来なかった自由民権運動の指導者板垣退助の遺品を公開い
たします｡

○口座番号 01610－2－38806
○加入者名 高知県立歴史民俗資料館

企画
展

���
���

���
���

��
��

��
��

テーマ
展

城跡で最も急な伝厩跡曲輪
でんうまやあとくるわ

への階段

開館15周年関連企画展
｢長宗我部盛親－土佐武士の
名誉と意地－｣ の企画展図録
です｡ 大好評につき､ 増刷致
しました｡
定価 850円
送料 290円

新刊等のご案内
�������

�	
���������

��������	

4月21日(土) 10:00～��������	
�
��������	
������

���

������

5月3日(木・祝) 13:00～､ 15:00～ (約30分)

����������� �������������

5月5日(土・祝) 13:00～14:00

����������� � !�

要予約､はがきかEメールで｡入館券が必要です｡ 先着100名

5月19日(土) 13:30～16:00

������������ !���
"#$%��&'()�

要予約､はがきかEメールで｡入館券が必要です｡ 先着80名

6月2日(土) 13:00～16:00���"�#$�
*+,-./01�-./2341�5'/21

5月4日(金･祝)・6月3日(日) 10:00～15:30

��%&'(�6 789��6 :;�

電話かEメールで申し込みください｡ 先着順

5月3日(木･祝) 10:00～14:00 ｢竹と土の壁を作ろう｣
5月3日(木･祝) 14:00～14:50 ｢土佐民話の家⑱竹と木の話｣

<=>?9�

5月4日(金･祝) 13:30～16:30 ｢竹の笛(うぐいす笛)を作ろう｣
�����

5月5日(土･祝) 14:00～16:00 ｢竹トンボを作ろう｣
@�AB�

5月13日(日) 9:30～16:30 ｢一日でカゴを作る｣
CD�E�

FGHIJKLMNOPQRSTUVWXSYZ[\]XQRS

4月22日(日)・28日(土)・5月26日(土)

6月9日(土)・10日(日) 14:00～15:00

イベント

企画展講演会

ワクワクワーク

特別講座

実 演

展示室トーク

｢高知の食文化を味わう
～食のこころ～｣

毎月第３土曜日開催!!要予約｡ 先着順｡ 毎月10
日より次月開催分の予約受付｡
県内各地に伝わる郷土料理と､ その地方の文化
講座をセットにした催しです｡ (実費要)
※開催日は変更になる事があります｡

年間
行事

5月3日(木･祝)は 歴民の日 (入館無料)


