
－1－

〈高知県立歴史民俗資料館だより・おこうふうじつ〉 第67号　2009年３月20日

資
料
見
聞

仁に

井い

田だ

五
人
衆
の
兜か
ぶ
と

伝仁井田五人衆所用兜　高岡神社蔵

黒
くろうるしぬり

漆塗古頭形兜　高岡神社蔵
分厚い鉄板を使用した初期の頭形兜。土佐で作られたものと思われ、眉

まび

庇
さし

上の打
うち

眉
まゆ

などに強烈な個性が感じられる。大
おおくわがた

鍬形の前
まえだて

立は後世のもの。

  

高
岡
郡
窪
川
町
（
現
四
万
十
町
）
に
鎮
座

す
る
高
岡
神
社
に
は
、
戦
国
時
代
に
こ
の
地

域
を
支
配
し
て
い
た
「
仁
井
田
五
人
衆
」
が

奉
納
し
た
と
い
う
兜
が
伝
来
し
て
い
ま
す
。

県
内
に
は
、
こ
の
時
期
の
国こ

く

人じ
ん

や
地じ

ざ
む
ら
い侍

の
遺

品
は
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
お
ら
ず
、
大
変
貴

重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。

　

五
つ
の
兜
の
う
ち
三
つ
は
「
古こ

頭ず

形な
り

兜か
ぶ
と

」、
残
り
の
二
つ
は
「
筋す

じ
か
ぶ
と兜
」
と
呼

ば
れ
る
系
統
の
兜
で
す
。
な
か
で
も
最

も
目
を
引
く
の
が
、
鉢
の
サ
イ
ズ
が
一

番
大
き
い
写
真
下
の
兜
で
し
ょ
う
。
こ

の
兜
に
は
「
土
州
住
人
北
原
宣
保
作
」

と
い
う
銘
が
あ
り
、
製
作
し
た
職
人
の

名
も
確
認
で
き
ま
す
。

　

五
人
衆
の
う
ち
の
誰
が
こ
の
兜
を
発

注
し
、
合
戦
に
用
い
て
い
た
の
か
は
残

念
な
が
ら
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
現
存

す
る
同
社
の
棟
札
等
に
よ
れ
ば
、
五
人
衆
と

は
「
東
氏
（
本ほ

ん

在ざ
い

家け

城
主
）・
西
氏
（
影
山

城
主
）・
西
原
氏
（
中
江
城
主
）・
窪
川
氏

（
茂し

げ

串く
し

城
主
）・
志し

和わ

氏
（
志
和
城
主
）」
を

指
し
ま
す
の
で
、
こ
の
う
ち
の
誰
か
が
奉
納

し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

彼
等
は
い
ず
れ
も
長ち

ょ
う
そ宗
我か

部べ

元も
と

親ち
か

の
土
佐

平
定
戦
の
最
中
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）

頃
に
降
伏
。
以
後
は
、
同
氏
の
家
臣
団
の
一

翼
を
に
な
っ
て
数あ

ま

多た

の
合
戦
に
従
軍
し
ま
し

た
。

　

こ
れ
ら
の
兜
を
見
て
い
る
と
、
元
親
の
軍

門
に
降
っ
て
も
な
お
、
凜り

ん

と
し
た
武
将
の
心

意
気
を
失
わ
な
か
っ
た
五
人
衆
の
姿
が
甦

よ
み
が
え

っ

て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。　
　
（
野
本
）
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武
装
し
た
武
士
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
時
、

真
っ
先
に
頭
に
浮
か
ぶ
も
の
は
何
か
と
問
わ

れ
れ
ば
、
大
抵
の
人
は
「
兜
」
と
答
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

　

現
在
で
も
男
の
子
の
節
句
に
は
兜
を
買
っ

て
お
祝
い
す
る
風
習
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、

古い
に
し
えよ

り
、
兜
は
「
も
の
の
ふ
（
武
士
）」
の

分
身
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
特
別
な

武
具
で
し
た
。

　

兜
の
天て

辺へ
ん

の
穴
に
据
え
る
飾
り
金
物
を
八は

ち

幡ま
ん

座ざ

と
い
い
ま
す
が
、
別
名
神か

ん
や
ど
り宿

と
も
い
い

ま
す
。
こ
れ
は
「
穴
か
ら
神
様
が
入
っ
て
き

て
そ
の
兜
を
か
ぶ
る
者
を
守
護
し
て
く
れ

る
」
と
い
う
思
想
の
現
れ
で
あ
り
、
兜
を
神

聖
視
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
で
も
あ
り
ま
す
。

裏
を
返
せ
ば
、
そ
の
最
も
神
聖
な
モ
ノ
を
奪

う
こ
と
は
敵
の
す
べ
て
を
奪
う
こ
と
に
も

な
っ
た
と
い
う
訳
で
す
。

　

戦い
く

さ
場
で
、
武
運
つ
た
な
く
首し

ゅ
き
ゅ
う級
を
あ
げ

ら
れ
た
時
、
自お

の

ず
か
ら
兜
も
敵
の
手
に
落
ち

る
の
で
す
か
ら
、
兜
と
武
士
は
一
心
同
体

だ
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

◆
兜
展
の
概
要

　

今
回
の
特
別
展
で
は
、
三
階
の
総
合
展
示

室
を
使
い
、
日
本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
広

島
県
支
部
の
方
々
か
ら
お
借
り
し
た
兜
約

特別展
「
兜 

―
も
の
の
ふ
の
美
意
識
― 

」
に
よ
せ
て

平
成
21
年
４
月
24
日
（
金
）
～
平
成
21
年
６
月
21
日
（
日
）　
　

学
芸
専
門
員　

野
本　

亮

八
〇
点
を
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。
時
代
的
に

貴
重
な
も
の
、
意い

し
ょ
う匠
が
斬
新
で
個
性
的
な
も

の
を
選
り
す
ぐ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で

見
応
え
十
分
で
す
。

　

ま
た
、
一
階
の
企
画
展
示
室
を
地
域
展
示

と
し
、
長
宗
我
部
氏
や
山
内
氏
と
そ
の
家
臣

ゆ
か
り
の
兜
約
二
〇
点
も
併
せ
て
展
示
し
ま

す
。
三
階
で
兜
の
変
遷
を
ご
観
覧
い
た
だ
い

た
後
は
、
地
元
伝
来
の
資
料
を
じ
っ
く
り
ご

堪
能
く
だ
さ
い
。

　

当
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
何
度
か
甲
冑
を
展

示
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
兜
だ
け
に
こ

だ
わ
り
、
鎌
倉
か
ら
江
戸
期
の
優
品
を
一
〇

〇
点
も
集
め
た
展
示
会
は
過
去
に
例
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　

名
実
と
も
に
名
兜
の
「
一
〇
〇
頭
展｣

と

な
る
で
し
ょ
う
。

◆
兜
の
構
造

　

兜
は
、
面め

ん
ぽ
う頬

や
胴
、
佩は

い
だ
て楯

や
籠こ

手て

、
臑す

ね

当あ
て

と
い
っ
た
甲
冑
を
構
成
す
る
部
分
防
具
の
一

つ
で
す
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
独
立

し
た
防
具
と
し
て
特
に
重
要
視
さ
れ
、
念
入

り
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

構
造
的
に
は
、
頭
部
を
守
る

鉢は
ち

と
、
頸け

い

部ぶ

を
守
る
錣し

こ
ろ

か
ら

成
っ
て
い
て
、
鎌
倉
・
南
北
朝

期
の
比
較
的
古
い
時
代
の
も
の

は
、
鉢
の
み
で
錣
が
失
わ
れ
て

い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

鉢
や
錣
の
材
質
は
、
主
に
鉄

や
皮
が
多
く
用
い
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
兜
鉢
の
内
側
に
は
、

「
浮う

け

張ば
り

」
と
呼
ば
れ
る
細
工
が

あ
り
、
革
や
布
張
り
に
よ
っ
て
、

鉢
と
頭
の
間
に
一
定
の
空
間
を

設
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
戦
闘
時

に
お
い
て
兜
が
受
け
る
衝
撃
か

ら
頭
を
守
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。

　

浮
張
を
除
く
と
、
甲
冑
師
の
生
国
や
氏
名
、

製
作
年
代
を
刻
ん
だ
銘
が
確
認
で
き
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

◆
兜
の
種
類
　
平
安
～
室
町
期
頃

　

兜
は
時
代
と
と
も
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い

き
ま
す
が
、
大
別
す
る
と
、
星ほ

し
か
ぶ
と兜

・
筋
兜
・

変
わ
り
兜
の
三
種
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

星兜に大
おおよろい

鎧・大
おおそで

袖で武装した武士の一団。主人に大切な兜を差し
出す従者の姿が印象的。『平治物語絵詞』東京国立博物館蔵

鉄黒漆塗二十四間四方白星兜鉢　鎌倉時代 鉄黒漆塗二十八間四方白星兜鉢　鎌倉時代
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古
墳
時
代
か
ら
あ
っ
た
衝し

ょ
う
か
く
つ
き
か
ぶ
と

角
付
兜
を
ベ
ー

ス
に
、
平
安
時
代
に
登
場
し
た
大お

お
よ
ろ
い鎧
に
合
う

よ
う
に
作
ら
れ
た
の
が
「
星
兜
」
で
す
。　

　

騎
射
戦
中
心
で
あ
っ
た
当
時
の
戦
で
は
、

弓
矢
の
脅
威
は
侮あ

な
ど

り
難
か
っ
た
た
め
、
数
枚

～
数
十
枚
の
縦
長
の
鉄
板
を
半
球
状
に
重
ね
、

そ
の
板
と
板
を
尖と

が

っ
た
鋲び

ょ
う

で
留
め
る
方
法
で
、

極
め
て
頑
丈
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
び
っ

し
り
と
並
ん
だ
鋲
を
星
に
見
立
て
、
星
兜
、

ま
た
は
厳い

が
ぼ
し
か
ぶ
と

星
兜
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

鎌
倉
～
南
北
朝
期
に
か
け
て
、
戦
は
次
第

に
騎
馬
戦
か
ら
徒
歩
戦
に
移
行
し
ま
す
。

　

当
然
、
防
御
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
機
動

性
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
兜

の
鋲
は
、
本
来
の
接
合
の
役
目
だ
け
を
残
し

て
省
略
さ
れ
、
板
金
の
片
側
の
縁
を
直
角
に

捻ひ
ね

り
返
し
て
筋
を
幾い

く

重え

に
も
立
て
た「
筋
兜
」

が
現
れ
ま
す
。

　

こ
の
兜
は
、
厳
星
兜
か
ら
進
化
し
た
「
小こ

星ぼ
し

兜か
ぶ
と」

よ
り
、
太た

刀ち

打う
ち

戦い
く
さに

向
い
て
お
り
、

多
く
の
武
士
に
好
ま
れ
ま
し
た
。
南
北
朝
～

室
町
期
に
か
け
て
は
、
洗
練
さ
れ
、
軽
量
化

が
図
ら
れ
た
こ
の
兜
が
主
流
を
占
め
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
室
町
期
に
は
、
こ
の
時
代
に
南
方

か
ら
輸
入
さ
れ
た
瓜
を
象か

た
ど

っ
た
阿あ

古こ

陀だ

形な
り

と

い
う
装
飾
性
の
高
い
筋
兜
や
、
経
費
が
安
く

製
作
が
容
易
な
頭ず

形な
り

兜
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
古こ

頭ず

形な
り

」
と
も
い
う
こ
の
様
式
の
兜
は
、

被か
ぶ

る
人
間
の
頭
を
象
っ
た
形
状
を
な
し
た
も

の
で
、
各
地
で
作
ら
れ
た
形
跡
が
あ
り
ま
す
。

高
知
県
の
高
岡
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
伝

仁
井
田
五
人
衆
所
用
の
兜
三
点
も
、
こ
の
古

頭
形
兜
で
す
。

◆
兜
の
種
類
　
室
町
末
期
～
桃
山
期　

　

応
仁
の
乱
以
降
の
大
規
模
な
集
団
戦
と
、

鉄
砲
の
伝
来
は
、
戦
法
や
築
城
法
に
変
化
を

も
た
ら
す
と
同
時
に
、
甲
冑
そ
の
も
の
に
も

重
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

長
槍
や
鉄
砲
の
弾
丸
か
ら
頭
部
を
守
る
た

め
に
は
、
よ
り
一
層
強
度
を
増
し
た
兜
が
必

要
で
、
一
時
期
姿
を
消
し
て
い
た
筋
兜
や
小

星
兜
が
再
登
場
し
ま
す
。

　

ま
た
、
被
弾
の
衝
撃
を
少
し
で
も
回
避

す
る
た
め
、
全
体
を
尖
ら
せ
た
、「
桃も

も

形な
り

」・

「
椎し

い

実の
み

形な
り

」・「
突と

っ
ぱ
い
な
り

兜
形
」
と
い
っ
た
兜
も
登

場
し
ま
し
た
。

　

土
佐
一
宮
（
土
佐
神
社
）
に
奉
納
さ
れ
、

現
在
、
当
館
が
管
理
し
て
い
る
長
宗
我
部
元

親
所
用
（
伝
初
陣
時
着
用
）
と
伝
え
る
十
二

間
突
兜
形
兜
も
こ
の
時
期
の
も
の
で
す
。

平
安
時
代

鎌
倉
時
代

南
北
朝
時
代

室
町
時
代

戦
国･

桃
山
時
代

江
戸
時
代

厳
星
兜

小
星
兜

筋
　
兜

小
星
兜

筋
兜

阿
古
陀
形
兜

古
頭
形
兜

突
兜
形
兜

桃
形
兜

南
蛮
形
兜頭
形
兜

椎
実
形
兜

変
わ
り
兜提
灯
兜

※伊澤昭二氏作成図参考

鉄黒漆塗十二間突兜形兜　
伝長宗我部元親所用　土佐神社蔵

鉄錆地十六間総覆輪筋兜鉢　室町時代

鉄錆地九枚張筋兜　戦国時代
鉄黒漆塗六十四間筋兜
（春田勝定作）　戦国時代
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今
は
鉄て

つ

錆さ
び

地じ

に
見
え
ま
す
が
、
本
来
は
黒

漆
が
か
か
っ
て
お
り
、
湾
曲
し
た
天あ

ま

草く
さ

眉ま
び

庇さ
し

が
実
に
個
性
的
で
す
。

　

ま
た
、「
雑さ

い

賀が

兜
」
や
「
南
蛮
兜
」
も
、

鉄
砲
全
盛
の
時
代
に
好
ま
れ
た
兜
で
す
。
雑

賀
兜
は
、
一
般
的
に
紀き

伊い
の

国く
に

雑
賀
（
現
和
歌

山
市
）
の
甲
冑
師
が
得
意
と
し
た
も
の
と
い

わ
れ
、
よ
く
鍛き

た

え
た
鉄
板
を
接
合
し
、
地じ

金が
ね

の
ま
ま
の
仕
上
げ
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴

で
す
。

　

南
蛮
兜
は
文
字
ど
お
り
西
洋
か
ら
輸
入
さ

れ
た
鉢
（
キ
ャ
パ
セ
ッ
ト
）
に
和
風
の
錣
な

ど
を
取
り
付
け
た
も
の
で
、
徳
川
家
康
を
は

じ
め
、
多
く
の
戦
国
・
織
豊
期
の
武
将
た
ち

に
愛
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

両
方
と
も
、
ど
こ
と
な
く
異
国
の
匂
い
が

漂
う
外
観
が
魅
力
的
で
す
。
今
回
の
特
別
展

で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
形
を
し
た
雑
賀
兜
が
展
示

さ
れ
ま
す
の
で
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

◆
兜
の
種
類
　
桃
山
～
江
戸
期

　

こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
は
、
戦
国
期
以

来
作
ら
れ
て
き
た
兜
に
加
え
、「
変
わ
り
兜
」

と
称
さ
れ
る
斬
新
な
意
匠
を
持
つ
兜
が
大
流

行
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

  

変
わ
り
兜
は
、
桃
形
や
突
兜
形
鉢
の
上
に

鉄
板
・
革
・
和
紙
な
ど
で
作
り
出
し
た
造
形

物
を
載
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
張は

り

懸か
け

兜
な
ど
を
指

し
、
形け

い

象し
ょ
う兜
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

関
ヶ
原
合
戦
や
、
大
坂
の
陣
を
テ
ー
マ
に

し
た
屏
風
絵
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ

ど
、
こ
の
種
の
兜
を
被
っ
た
武
将
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。

　

数
十
万
規
模
で
行
わ
れ
る
合
戦
場
に
お
い

て
、
自
身
の
姿
を
目
立
た
せ
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
く
、
動
き
の
制
約
を
覚
悟
の
う
え
で
、

各
武
将
と
も
斬
新
さ
を
追
求
し
て
い
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
変
わ
り
兜
が
実
戦

で
使
用
さ
れ
た
訳
で
は
な
く
、
特
定
の
武
家

の
象
徴
と
し
て
、
ま
た
、
祭
礼
具
や
信
仰
対

象
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で

区
別
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

張
懸
の
例
と
し
て
は
、
縁
起
物
や
日
常
の

生
活
道
具
、
強
さ
を
象
徴
す
る
動
物
や
昆
虫

な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。

  

ま
た
、
兜
に
装
着
す
る
立た

て

物も
の

（
前ま

え

立だ
て

・
後

う
し
ろ

立だ
て

・
脇わ

き

立だ
て

・
頭ず

立だ
て

）
を
巨
大
な
も
の
、
奇
抜

な
も
の
に
す
る
こ
と
で
、
圧
倒
的
な
雰
囲
気

を
醸か
も

し
出
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

大
河
ド
ラ
マ
「
天
地
人
」
で
お
馴な

染じ

み
の

直な
お

江え

兼か
ね

続つ
ぐ

の
兜※

の
前
立
は
「
愛
」
の
一
文
字
。

実
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
高
知
市
の
雪せ

っ

蹊け
い

寺じ

に
は
、
長
宗
我

部
元
親
の
嫡ち

ゃ
く
な
ん男
・
信
親
所
用
と
伝
え
る
具
足

が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
具
足
に
付
随
す
る
兜

に
も
、
金き

ん
り
ゅ
う
が
し
ら

龍
頭
の
前
立
、
鹿
角
の
脇
立
、
御

幣
の
後
立
が
付
い
て
い
て
、
こ
の
時
代
の
流

行
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
兜
以
外
に
も
、
揃
い
の
具
足

や
、
軍
配
・
陣
羽
織
な
ど
の
武
具
も
展
示
し

て
、
機
能
と
造
形
の
美
に
こ
だ
わ
っ
た
武
将

た
ち
の
美
意
識
に
迫
り
ま
す
。

　

兜
と
そ
の
時
代
的
な
背
景
を
深
く
お
知
り

に
な
り
た
い
方
の
た
め
に
、
京
都
国
立
博
物

館
工
芸
室
長
・
久
保
智
康
氏
に
よ
る
講
演
会

「
中
世
日
本
の
武
装
」（
五
月
九
日
）
と
、
日

本
甲
冑
武
具
研
究
保
存
会
広
島
県
支
部
長
・

出
崎
智
晴
氏
に
よ
る
展
示
解
説
「
兜
の
名
品

を
見
る
」（
四
月
二
四
日
・
六
月
二
一
日
）

が
行
わ
れ
ま
す
。
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。　

　
　
　
　
※
今
回
の
展
示
品
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

鉄錆地七枚張雑賀兜　桃山時代

鉄漆塗冥官形兜板屋貝形兜鉄肉色塗人道頭形兜

鉄錆地三十六間覆輪兜老頭形兜

軍配(丹波亀山松平家伝来)
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「
休･

廃
校
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

ｉ
ｎ
布
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
歴
民
参
加

歴
民
館
の
パ
テ
ィ
オ
（ 

８ 

）

　
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の 

尖せ
ん

　
底て

い

　
土ど

　
器き

館　

長　

宅　

間　

一　

之

　
「
休
・
廃
校
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
は
、

平
成
一
九
年
度
よ
り
始
ま
っ
た
文
化
庁
芸
術

拠
点
形
成
事
業
の
一
つ
で
、
高
知
県
立
美
術

館
が
主
催
と
な
っ
て
行
な
っ
て
い
る
も
の
で

す
。
高
知
県
は
、
過
疎
化
の
影
響
で
少
子
化

や
地
域
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ

に
伴
い
小
・
中
学
校
の
休
・
廃
校
化
も
進
ん

で
い
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
休
校
や
廃
校
と

な
っ
た
校
舎
を
利
用
し
、「
遠
隔
地
で
ア
ー

ト
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
開
催
、
地
域
活
性
化

を
図
ろ
う
」
と
い
う
目
的
で
実
施
し
て
い
る

も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ア
ー
ト
や
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
知
恵
を
地
域
で
も
生
か
そ
う
と
取
り

組
ん
で
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
事
業
が
二
年
目
と
な
る
本
年
度
は
一

〇
月
一
八
日
～
一
九
日
の
二
日
間｢

休･

廃

校
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ｉ
ｎ
布
２
０
０
８
」

を
土
佐
清
水
市
布
地
区
（
休
校
中
の
布
中
学

校
）
で
開
催
し
ま
し
た
。
今
年
は
、（
財
）

高
知
県
文
化
財
団
が
運
営
し
て
い
る
文
化
施

設
（
高
知
県
立
美
術
館
・
高
知
県
立
歴
史
民

俗
資
料
館
・
高
知
県
立
文
学
館
・
高
知
県
立

坂
本
龍
馬
記
念
館
・
高
知
県
立
埋
蔵
文
化
財

セ
ン
タ
ー
）
が
参
加
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業

の
一
部
を
布
地
区
で
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
年
数
回
の
打
ち
合
わ
せ
を
経
て
、

前
日
は
中
学
校
や
地
域
の
草
刈
り
や
大
掃
除

か
ら
始
め
ま
し
た
。
当
日
は
布
の
方
々
が
植

え
た
コ
ス
モ
ス
が
、
人
々
を
迎
え
て
く
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
道
筋
に
立
て
ら
れ
た
沢
山
の

大
漁
旗
が
風
に
大
き
く
な
び
き
、
人
々
の
期

待
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
当
館

は
、
地
元
の
文
化
や
歴
史
に
関
心
を
も
っ
て

い
た
だ
こ
う
と
「
よ
ろ
い
・
か
ぶ
と
を
身

に
つ
け
て
城
主
に
な
っ
て
み
よ
う
」
を
開

催
、
戦
国
武
者
気
分
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き

ま
し
た
。
一
日
中
子
ど
も
達
の
歓
声
が
校
庭

に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
事
業

が
縁
と
な
り
、
平
成
二
一
年
一
月
一
七
日
に

は
、
休
校
と
な
る
布
小
学
校
で
最
後
の
思
い

出
に
と
青
空
学
級
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
、
地
域
に
少
し
ず
つ
事
業
が
根
付
い
て
い

る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。　
（
岡
本
・
寺
川
）

　

今
年
一
月
と
二
月
、
一
階
の
フ
リ
ー
ス

ペ
ー
ス
に
「
尖
底
土
器
」
が
並
ん
だ
。「
刈か

り

谷や

我が

野の

遺
跡
出
土
の
尖
底
土
器
復
原
展
」
で

あ
る
。
陶
芸
家
武
吉
廣
和
さ
ん
が
、
発
掘
現

場
で
出
会
っ
た
内
外
両
面
施
文
の
土
器
片
の
、

「
八
〇
〇
〇
年
前
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
デ
ザ

イ
ン
の
精
巧
さ
」
に
陶
芸
家
と
し
て
衝
撃
を

受
け
、
こ
の
謎
を
解
明
し
よ
う
と
考
え
た
の

が
始
ま
り
と
い
う
。

　

一
月
の
展
示
は
須
崎
市
立
横よ

こ

浪な
み

小
学
校
六

年
生
一
五
人
の
「
縄
文
土
器
づ
く
り
展
」
で

あ
っ
た
。
総
合
体
験
学
習
と
し
て
武
吉
廣
和

さ
ん
の
指
導
で
、
土
器
づ
く
り
か
ら
縄
文
料

理
、
そ
し
て
試
食
ま
で
の
体
験
成
果
の
報
告

で
あ
っ
た
。

　

二
月
は
武
吉
廣
和
さ
ん
の
、「
内
外
両
面

に
施
さ
れ
た
押お

し

型が
た

文も
ん

の
謎
は
解
け
る
の
か
」

と
す
る
尖
底
土
器
の「
完
全
復
原
」展
で
あ
る
。

　

胎た
い

土ど

は
南
国
市
田
村
遺
跡
群
や
縄
文
遺
跡

が
所
在
す
る
四
万
十
町
六ろ

く

反た
ん

地じ

周
辺
の
粘
土

を
使
用
し
、
野
焼
き
焼
成
、
色
の
表
現
ま
で

も
配
慮
し
て
の
製
作
で
あ
る
。
難
解
な
報
告

書
を
解
読
し
、
文
様
も
詳
細
か
つ
完
全
に
読

み
と
っ
て
の
「
完
全
復
原
」
を
試
み
て
い
る
。

刻
ま
れ
た
文
様
は
、
現
代
の
カ
ッ
タ
ー
や
彫

刻
刀
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
「
石
の
文
明

の
謎
」
と
位
置
づ
け
た
。「
な
ぜ
に
か
く
ま

で
難
易
度
の
高
い
原
体
ば
か
り
つ
く
る
の

か
」と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
も
、
土
器
に「
芸
術

的
バ
ー
コ
ー
ド
」
の
機
能
を
感
じ
た
と
い
う
。

　

こ
の
思
い
と
感
動
は
横
浪
小
学
校
で
の
体

験
学
習
に
生
か
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
取

り
組
み
が
「
こ
ど
も
た
ち
の
楽
し
い
授
業
と

し
て
結
実
」
し
、
さ
ら
な
る
「
教
育
の
発
展

に
つ
な
が
る
」
と
武
吉
さ
ん
は
語
り
続
け
る
。

　

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
は
新
春
の
光
に
満
ち
て

い
た
。

青空学級にて

れきみん
トピックス
れきみん
トピックス
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

土
佐
電
氣
鐵
道
の
路
面
電
車

考
古

歴
史

民
俗

　

前
号
の
『
岡
豊
風
日
』
第
六
六
号
で
岡
豊
城
跡
か
ら
祝い

わ
い
べ部

土
器
（
須
恵
器
）
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
昭
和
九

年
（
一
九
三
四
）
一
〇
月
二
五
日
の
『
高
知
新
聞
・
土
陽
新

聞
』
の
記
事
を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
記
事
の
約
一
ヶ
月
後

の
同
年
の
一
一
月
一
五
日
の
『
高
知
新
聞
』
に
は
「
岡
豊
城

阯
か
ら
古
刀
發
掘　

一
千
年
以
上
の
も
の
」
と
題
し
、
以
下

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
岡
豊
村
西
田
良
氏
所
有
の

長
宗
我
部
城
阯
は
、
既
報
の
通
り
一
大
遊
園
地
に
公
開
の
た

め
、
記
念
碑
建
設
基
礎
工
事
中
、
三
ノ
丸
地
下
よ
り
彌
生
式

土
器
を
發
掘
し
、
考
古
學
上
に
資
す
る
處
が
多
か
つ
た
が
、

今
回
更
に
古
刀
數
口
が
發
見
さ
れ
た
が
、
何
れ
も
一
千
年（
マ
マ
）以

上
の
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
西
田
氏
は
こ
の
一
大
史
庫
を
如

何
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、目
下
考
慮
し
つ
つ
あ
る
。」（「
新

聞
雑
見
」『
土
佐
史
談
』
第
四
九
号　

昭
和
九
年
一
二
月
一

日
刊
よ
り
）。

　

こ
の
記
事
で
発
見
さ
れ
た
土
器
が
、「
祝
部
土
器
」か
ら「
彌

生
式
土
器
」
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
不
思
議
で
す
。
新
聞

記
者
の
思
い
違
い
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
古
墳
か
ら

鉄
製
品
が
出
土
し
て
い
た
こ
と
が
記
事
よ
り
わ
か
り
ま
す
。

記
念
碑
の
写
真
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。　
　
　
　
（
岡
本
）

　

当
館
の
企
画
展
「
絵
葉
書
の
な
か
の
土
佐
―
移
ろ
い
ゆ
く

時
代
の
記
憶
―
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
六
日
～
一
一
月
二
四

日
開
催
）」
に
展
示
さ
れ
た
絵
葉
書
の
中
に
昭
和
初
期
の
播

磨
屋
町
交
差
点
の
絵
葉
書
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
絵
葉
書
に

は
「（
高
知
）
往
来
頻
繁
を
極
む
る
播
磨
屋
町
交
叉
点
」
と

印
刷
さ
れ
、
中
央
に
は
土
佐
電
氣
鐵
道
株
式
會
社
の
電
車
が

写
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
高
知
に
路
面
電
車
が
走
り
出

し
た
の
は
、
い
つ
頃
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
絵
葉
書
を
み

て
そ
ん
な
疑
問
を
持
っ
た
来
館
者
の
方
も
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
初
め
て
道
路
に
軌
道
を
設
置
し
て
、

乗
客
を
運
ん
だ
の
は
、明
治
一
五
年
（
一
八
八
二
）
の
こ
と
で
、

実
は
二
頭
の
馬
が
引
く
馬
車
鉄
道
で
し
た
。
当
然
通
過
後
に

は
残
る
も
の
が
あ
り
、
苦
情
も
出
た
そ
う
で
す
。
国
内
で
初

め
て
電
車
が
走
っ
た
の
は
、
東
京
の
上
野
公
園
で
開
催
し
た

第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
会
場
で
し
た
。
そ
の
後
、
明
治

二
八
年
に
京
都
で
最
初
の
路
面
電
車
の
営
業
が
始
ま
り
ま
し

た
。
高
知
で
は
、
明
治
三
七
年
五
月
二
日
に
、
本
町
線
の
乗

出
～
堀
詰
間
、
潮
江
線
の
梅
ノ
辻
～
桟
橋
（
桟
橋
五
丁
目
）

間
の
単
線
が
開
通
し
ま

し
た
。
当
然
発
電
と
い

う
大
き
な
事
業
も
同
時

に
展
開
さ
れ
て
い
た
の

で
す
。

　

三
階
総
合
展
示
室

（
近
・
現
代
）
コ
ー
ナ
ー

に
は
、
大
正
末
期
の
高

知
市
堀
詰
の
様
子
を
復

原
し
た
模
型
が
あ
り
、

路
面
電
車
も
走
っ
て
い

ま
す
。　
　
　
（
寺
川
）

　

一
一
月
に
カ
ヤ
の
葺
き
替
え
を
行
な
い
、
生
ま
れ
変
わ
っ

た
民
家
（
旧
味
元
家
）。
は
じ
め
て
の
お
正
月
に
は
、
味
元

家
の
あ
っ
た
津
野
町
高た
か

野の

の
門
松
を
立
て
た
い
、
と
い
う
の

が
学
芸
員
の
願
い
で
し
た
。
で
も
、
松
な
ど
の
材
料
を
手
に

入
れ
る
の
は
難
し
そ
う
で
す
。
困
っ
た
あ
げ
く
に
以
前
お
た

ず
ね
し
た
こ
と
の
あ
る
地
元
・
高
野
の
中
越
文
夫
さ
ん
に
お

電
話
を
し
ま
し
た
。
す
る
と
材
料
か
ら
全
部
準
備
し
て
飾
り

に
来
て
頂
け
る
と
の
嬉
し
い
お
返
事
。
一
二
月
三
〇
日
、
同

じ
高
野
の
熊
田
光
男
さ
ん
と
味
元
家
の
主
人
・
彰
一
さ
ん
と

い
っ
し
ょ
に
岡
豊
山
へ
か
け
つ
け
て
頂
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

門
松
（
お
正
月
様
）
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
床
の
間
の
注し

連め

飾か
ざ

り
や
、
ホ
ウ
ラ
イ
さ
ん
、
ト
シ
ト
コ
、
ヒ
ブ
セ
キ
様
、
若

水
汲
み
の
松た
い

明ま
つ

ま
で
飾
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
旧
味
元
家
住
宅

に
は
誰
も
住
ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
本
当
に
お
正
月
が
来
た
よ

う
で
す
。
一
月
に
は
高
野
の
味

元
家
を
何
度
も
た
ず
ね
、
山
の

口く
ち

開あ

け
、
畑
の
鍬く

わ

初ぞ

め
、
七
草
、

田
の
鍬
初
め
、
か
な
み
こ
様
、

送
り
正
月
を
取
材
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。
調
査
を
活
か
し
て
民

家
で
再
現
で
き
た
ら
と
考
え
て

い
ま
す
。　
　
　
　
　
（
梅
野
）

岡お
こ

豊う

山
の
遺
跡

　
　
②
岡
豊
山
古
墳
の
発
見

高知市堀詰（模型）　大正時代

お正月様のカシの木とシイの木
を民家の庭に立てて頂きました

床の間もお正月らしく
なりました（08.12.30）

旧
味み

元も
と

家
住
宅
に

　
　
　
お
正
月
が
来
ま
し
た
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歴
民
館
に
新
し
い
仲
間
と
し
て
マ

ス
コ
ッ
ト
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
若
武

者
・
も
と
ち
か
君
」
が
登
場
し
ま
し
た
。
昨
年
大
好
評

を
い
た
だ
い
た
「
初
陣
・
も
と
ち
か
君
」
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
人
形
を
ベ
ー
ス
に
、
少
し
成
長
し
て
大
き
く
な
っ

た
長
宗
我
部
元
親
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
化
し
ま

し
た
。
初
陣
を
果
た
し
、
こ
れ
か
ら
土
佐
統
一
そ
し
て

四
国
制
覇
へ
の
野
望
を
秘
め
て
飛
翔
す
る
元
親
を
、
子

ど
も
た
ち
に
も
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
可
愛
ら

し
く
、
今
風
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
」
で
製
作
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
、
皆
様
に
お
目
に

か
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
可
愛
が
っ
て
下
さ
い
。
な

お
、
新
し
い
「
若
武
者
・
も
と
ち
か
君
」
の
人
形
も
現

在
製
作
中
で
桜
の
時
期
に
は
販
売
出
来
る
と
思
い
ま
す

の
で
、
ご
期
待
く
だ
さ
い
。   　
　
　
　

   

（
猪
野
）

　

今
年
も
桜
の
時
期
と
な
り
、
岡
豊
山
恒
例
の
「
岡
豊

山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
が
始
ま
り
ま
す
。

　

応
募
期
間
は
三
月
二
九
日
か
ら
四
月
一
八
日
ま
で
で

す
。
応
募
用
紙
や
詳
細
に
つ
い
て
は
当
館
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。

　

な
お
、
桜
の
季
節
に
会
わ
せ
た
写
真
展
「
前
田
博
史

写
真
博
・
さ
く
ら
は
く
ら
２
０
０
９
」
も
三
月
二
〇
日

（
金
・
祝
）
か
ら
四
月
一
二
日
（
日
）
に
か
け
て
当
館

企
画
展
示
室
に
て
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
岡
豊
山
の

桜
と
前
田
先
生
の
自
然
写
真
の
両
方
で
お
楽
し
み
下
さ

い
。    　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

（
猪
野
）

旧
味
元
家
の
茅
屋
根
が
葺
き
替
え
ら
れ
ま
し
た 
若
武
者
・
も
と
ち
か
君
登
場

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
ご
案
内

れきみん
ニュース

　

旧
味
元
家
住
宅
主
屋
の
茅
屋
根
は
傷
み
が

激
し
く
な
っ
て
い
た
た
め
、
昨
年
一
一
月

に
葺
き
替
え
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
平
成
二

年
に
東
津
野
村
（
現
津
野
町
）
か
ら
移
築
し

た
時
に
は
県
外
の
方
法
で
葺
か
れ
ま
し
た
が
、

今
回
は
東
津
野
村
の
お
隣
、
梼
原
町
の
職
人

さ
ん
に
地
元
の
方
法
で
葺
い
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
使
わ
れ
た
約
千
五
百
束
の
茅
も
地
元

の
も
の
が
中
心
で
し
た
。

　

か
つ
て
茅
屋
根
の
葺
き
替
え
は
、
村
人
の

共
同
作
業
で
し
た
。
葺
き
替
え
は
二
〇
、
三

〇
年
に
一
度
は
必
要
で
、
村
の
規
模
に
も
よ

り
ま
す
が
、
村
で
毎
年
一
軒
く
ら
い
葺
き
替
え
普ふ

請し
ん

が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

今
回
は
、
親
方
、
川
上
義
範
さ
ん
を
中
心
に
職
人
さ
ん
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
延
べ
約

三
〇
〇
人
が
二
四
日
間
で
茅
屋
根
を
葺
き
替
え
ま
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
毎
日
参
加
す
る
方
や
仕
事
の
合
間
に
か
け
つ
け
る
方
、
泊
ま
り

込
み
の
大
阪
の
方
、
撮
影
チ
ー
ム
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
し
た
が
、
み
な
さ
ん
大
活

躍
で
し
た
。
ま
た
、
茅
葺
き
体
験
の
日

に
は
小
さ
な
お
子
さ
ん
の
参
加
も
あ
り
ま
し

た
。

　

多
く
の
方
々
の
手
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
味

元
家
に
は
、
い
ろ
り
の
火
を
囲
ん
で
昔
の
く

ら
し
を
学
習
す
る
小
学
生
の
団
体
や
俳
句
を

ひ
ね
る
方
な
ど
が
連
日
訪
れ
て
い
ま
す
。
み

な
さ
ん
も
ご
来
館
の
折
に
は
、
ぜ
ひ
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。
春
に
は
岡
豊
山
の
桜
が
茅

葺
き
屋
根
に
映
え
て
美
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
村
）

多くの方が参加した茅葺き体験。職人さんに教わりな
がら茅屋根を葺くという貴重な体験ができました。

（写真は上下とも水田豊さんの撮影）

完成間近の茅屋根。職人さんとボランティアがハサミで 
表面を刈り込んでいます。茅屋根の化粧なのだそうです。

か
や
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岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 
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療
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手
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帳･

戦
傷
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者
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帳･
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爆
者
健
康
手
帳
所
持
者
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そ
の

介
護
者
（
一
名
）  
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http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

平成21年4月～6月の催し

臨時休館のお知らせ
平成21年４月19日～23日／６月22日～７月７日
特別展の資料搬入･搬出と収蔵庫燻蒸のため休館します。

企画展「復元!  からくりの世界」(仮)
2009年８月１日（土）～８月31日（月）

　南国市出身の細川半蔵の技術を受け継いで復元されたから
くり人形の数々を展示します。また、期間中はからくり人形
を実際に動かして実演をご覧いただく機会も設けます。

次 回 企 画 展 の 予 告

　　 「兜－もののふの美意識－｣
　　　　　　　平成21年4月24日（金）～6月21日（日）

　兜の名品約100点を展示し、兜の時代的
な変遷や、その背景にある「もののふ」
たちの美意識に迫ります。
　資料の大半は､日本甲冑武具研究保存会
広島県支部の方達のコレクションで、県内
ではめったに見られない名品揃いです。  
　また、今回の特別展では、地域展示と
して、長宗我部氏とその家臣団の兜も展
示します。
  高知県では過去に例のない「名兜100頭
展」です。

５月９日（土）14:00～16:00　先着100名
｢中世日本の武装｣　講師：久保智康氏（京都国立博物館工芸室長）

４月24日（金）11:00～12:00 　
６月21日（日）13:00～14:00 　
｢兜の名品を見る｣　講師：出崎智晴氏
　　　　　　　　　　（日本甲冑武具研究保存会広島県支部長）
５月４日（祝・月）13:00～14:00 　
｢長宗我部氏と家臣の兜を見る｣　講師：当館学芸員

５月３日（祝・日）
クイズ大会（終日）
ワクワクワーク「長宗我部氏の武将になろう !」

「折り紙でかっこいい兜を作ろう !」 
10:00～12:00　13:30～15:30　２回実施  自由参加
「土佐民話の家�」13:30～14:30　お話：市原麟一郎氏

５月５日（祝・火）10:00～12:00　13:30～15:30 　
「長宗我部氏の武将になろう！」　２回実施  自由参加

 毎月第三土曜日  11:00～13:00
 申込要　参加費2,500円程度　
 前月10日に申込受付開始。詳細はお問い合わせ下さい

講　演　会

ワクワクワーク

展示室トーク

れきみんの日

高知の食文化を味わう～食のこころ～

会費：年会費2,000円
会員期間：会員証発行日より１年間
特典
◆当館自主企画の企画展･講演会へのフリーパ
　ス
◆65才以上の会員の方には入会時に当館招待
　券を２枚進呈
◆同伴者２名の入館料割引
◆会員限定イベントの開催　但し、費用はバス
　など実費負担になります
◆歴民館広報誌「岡豊風日」「年報」の送付や
　各種イベントのお知らせ
◆提携ショップやミュージアムショップでの割
　引や、当館発行の図録の割引
◆岡豊山歴史公園内の民家の無料利用（但し、
営利活動を除く）
下記の郵便局口座に振込用紙通信欄へ必要事項
※をご記入いただきお振り込みいただくか、当
館受付にて入会申込書にてご入会下さい。
　記　０１６９０－８－５８３２１
　口座名義人：高知県立歴史民俗資料館 
　　　　　　　れきみんサークル
　※氏名・住所・電話番号・年齢

特別展

申込不要　観覧料要

新･れきみんサークル
会員募集のお知らせ

要予約　観覧料要

終日観覧料無料

『高知県立歴史民俗資料館研究紀要』第17号
『収蔵資料目録第14集 寺石正路関係資料目録Ⅲ
　考古分野　古鏡・拓本編』  
　　　　　　　　　　　　　　頒布価格未定

黒
塗
鋲
綴
頭
形
兜

(

七
ツ
カ
タ
バ
ミ
紋
付
）

研究紀要・収蔵資料目録近日刊行


