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落
款
あ
れ
こ
れ

資
料
見
聞
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古
書
画
を
鑑
賞
す
る
際
、
理
屈
抜
き
に
作

品
そ
の
も
の
の
魅
力
を
感
じ
た
い
と
い
う
方

は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
是
非
注
目
し
て
い

た
だ
き
た
い
の
が
落ら

っ

款か
ん

で
す
。

　

落
款
と
は
、「
落ら

く

成せ
い

款か
ん

識し
き

」
の
略
語
で
す
。

中
国
や
日
本
な
ど
の
書
画
に
み
ら
れ
る
も
の

で
、
作
者
が
作
品
を
完
成
さ
せ
た
時
、
画
面

端
の
空
間
に
署
名
捺
印
を
し
た
も
の
を
指
し

ま
す
。
一
般
的
に
は
、
自
身
の
氏
名
や
、
雅

号
、
身
分
や
役
職
、
制
作
年
月
日
を
書
く
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
氏
名
や
雅
号

を
独
自
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
印
章
を
数
カ
所
に

押
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
落
款
印

と
い
い
ま
す
。

　

落
款
は
本
人
以
外
に
は
記
す
こ
と
が
で
き

な
い
要
素
を
含
む
た
め
、
し
ば
し
ば
鑑
定
の

決
め
手
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

上
の
二
つ
の
落
款
を
み
て
く
だ
さ
い
。
右

側
は
武
市
半
平
太
の
落
款
と
印
章
（「
武
市

小
楯
」）
で
す
。「
安
楽
館
書
屋
に
お
い
て
写

す
」
と
あ
り
ま
す
。
安
楽
館
は
旅
宿
で
は
な

く
牢
屋
の
こ
と
で
す
。
行
き
過
ぎ
た
政
治
運

動
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、「
今
は
牢
の
な
か
に

あ
ろ
う
と
も
、あ
く
ま
で
平
常
心
で
い
た
い
」

と
い
う
、
半
平
太
の
意
地
や
信
念
を
感
じ
ま

す
。
左
側
は
土
佐
藩
参
政
・
吉
田
東
洋
の
落

款
と
印
章
（「
吉
田
正
秋
」）
で
す
。「
土
佐

罪
人
」
と
記
し
、
蟄ち

っ

居き
ょ

中
の
身
を
嘲あ

ざ
け

っ
た
も

の
で
、
当
時
の
苦
し
い
心
情
が
垣
間
見
え
ま

す
。

　

落
款
に
注
目
し
、
比
較
し
て
鑑
賞
す
る
の

も
一
興
で
す
ね
。　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

※
展
示
資
料
の
中
か
ら
幾
つ
か
落
款
を
選
ん
で
み

　

ま
し
た
。
ち
な
み
に
「
今い

ま

槖た
く

駝だ

迂う

弟て
い

」
と
は
誰

　

の
作
品
か
当
て
て
み
て
く
だ
さ
い
。
答
え
は
8

　

頁
に
あ
り
ま
す
。

寫
於
安
楽
館
書
屋　

瑞
山
人
［
武
市
小
楯
］

土
佐
罪
人　

吉
田 

秋
［
吉
田
正
秋
］［
吉
田
子
悦
］

竹
村
修
［
竹
村
修
］［
東
埜
］

用
拙
道
人
［
松
岡
敏
印
］［
欲
訥
氏
］

南
陽
斎
［
藤
原
豊
著
印
章
］［
字
章
叔
］

今
槖
駝
迂
弟

※
「
槖
駝
」
は
ラ
ク
ダ
の
こ
と
で
す

［
藤
原
豊
範
ノ
印
］［
字
君
模
］

暁
峯
樵
史
［
純
禮
］［
和
卿
］

吉田東洋

竹村東野 山内豊著 山内豊範

松岡毅軒 ？ 奥宮暁峰

武市半平太
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逃
し
な
く
。

　

さ
て
、
後
期
展
で
は
、
前
述
し

た
基
本
構
成
は
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

全
体
の
３
分
の
１
程
度
が
入
れ
替

わ
り
ま
す
。
ま
ず
序
盤
の
文
化
人

の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
漢
詩
人
や
書

家
・
画
家
な
ど
に
代
わ
っ
て
、
谷

真ま

潮し
お

や
、
馬う

ま

詰づ
め

親も
と

音ね

・
今い

ま

村む
ら

楽た
ぬ
し

・
鹿か

持も
ち

雅ま
さ

澄ず
み

ら
、
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
国
学
者
・
万
葉

学
者
た
ち
の
作
品
が
登
場
し
ま
す
。

　

ま
た
、
最
終
章
で
は
、「
華
麗
な
る
余
技

の
世
界
」
が
丸
ご
と
「
形
を
変
え
て
遺
さ
れ

る
書
跡
」
に
変
更
。
美
し
い
「
扇せ

ん

面め
ん

色し
き

紙し

貼は
り

交ま
ぜ

屏び
ょ
う

風ぶ

」（
六
曲
）
が
登
場
し
ま
す
。

　

こ
の
屏
風
に
は
、
鹿
持
雅
澄
の
短
冊
が
２

枚
、
山
内
豊と

よ

凞て
る

の
も
の
が
１
枚
と
、
武
市
半

平
太
・
中
山
高
陽
・
古ふ

る

屋や

竹ち
く

原げ
ん

・
葛か

西さ
い

鵲じ
ゃ
く

巣そ
う

の
扇
面
が
各
１
枚
。
徳と

く

弘ひ
ろ

董と
う

斎さ
い

の
も
の
が

２
枚
。
楠く

す

瀬の
せ

大お
お

枝え

・
山
内
豊と

よ

資す
け

・
吉
田
東
洋

の
色
紙
が
各
１

枚
、
都
合
12
枚

の
作
品
が
貼
り

付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

い
ず
れ
も
化

政
期
を
中
心
と

す
る
時
代
に
活

躍
し
た
藩
主
や

志
士
、
文
人
墨

武市瑞山扇面

吉田東洋七言絶句

３
月
か
ら
は
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
も
始
ま
る
ら
し
い
！

ワ
シ
ら
も

ま
だ
ま
だ

頑
張
ら
ん

と
の
う

　

大
好
評
だ
っ
た
前
期
展
に
続
き
、
い
よ
い

よ
後
期
展
が
始
ま
り
ま
す
。
今
回
の
展
覧
会

で
は
、
江
戸
後
期
の
文
化
人
、
幕
末
期
の
藩

主
一
族
と
そ
の
重
臣
、
維
新
の
志
士
と
い
っ

た
コ
ー
ナ
ー
に
分
け
て
「
書
」
や
「
手
紙
」

を
展
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
素
顔
に
迫

る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
藩
の
重
役
で
あ
っ
た
吉
田
東
洋
や

後
に
勤
王
党
に
加
盟
す
る
間
崎
哲
馬
が
実
は

江
戸
の
大
学
者
・
安あ

さ

積か

艮ご
ん

斎さ
い

の
兄
弟
弟
子
で

あ
り
、
他
に
も
30
人
を
越
え
る
土
佐
藩
士
が

安
積
塾
で
当
時
最
先
端
の
政
治
思
想
を
学
ん

で
い
た
こ
と
を
紹
介
。
単
な
る
「
書
道
展
」

で
は
な
く
、
思
想
史
の
流
れ
も
さ
り
げ
な
く

盛
り
込
ん
で
い
る
点
も
ミ
ソ
で
す
。

　

前
期
展
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の
が
、
山
内

容
堂
の
懐

ふ
と
こ
ろ
が
た
な
刀
、
吉
田
東
洋
に
関
す
る
新
史
料

で
し
た
。
新
聞
報
道
で
も
全
国
的
に
取
り
上

げ
ら
れ
た
「
大だ

い

震し
ん

行こ
う

」
と
い
う
漢
詩
。
実
は

開
館
直
後
か
ら
収
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

今
回
あ
ら
た
め
て
調
査
し
て
み
た
ら
、
と
ん

で
も
な
い
貴
重
資
料
だ
っ
た
訳
で
す
。　
　

　

東
洋
が
江
戸
で
事
件
を
起
こ
し
、
蟄ち

っ

居き
ょ

し

て
い
た
時
に
遭
遇
し
た
安
政
の
大
地
震
。
壊

滅
的
な
長
浜
周
辺
の
惨
状
を
見
て
思
わ
ず
筆

を
執
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
艮
斎
の
弟
子
だ
け

あ
っ
て
、
そ
の
迫
力
あ
る
描
写
は
秀
逸
で
す
。

　

書
き
出
し
で
、「
歳
は
甲こ

う

寅い
ん

の
仲ち

ゅ
う

冬と
う

、
海

底
は
墨
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
に
濁

り
、
蛟こ

う

龍り
ゅ
う

を
走
ら
せ
る
…
。」
と
い
う
具
合

に
、
津
波
が
来
る
直
前
の
海
の
異
変
を
独
自

の
表
現
で
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
禍ま

が

々ま
が

し

い
波
の
動
き
を
「
蛟
龍
を
走
ら
せ
る
」
と
記

す
あ
た
り
に
、
東
洋
の
漢
詩
人
と
し
て
の
セ

ン
ス
も
う
か
が
え
ま
す
。
弟
子
で
部
下
で
も

あ
っ
た
福ふ

く

岡お
か

孝た
か

弟ち
か

も
、「
こ
の
詩
を
見
る
と

ま
る
で
先
生
が
目
の
前
に
い
る
よ
う
な
気
が

す
る
」
と
、「
震
行
賛
」
と
い
う
漢
詩
の
中

で
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
前
の
東
洋
を

代
表
す
る
傑
作
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
作
品
は
後
期
で
も
展
示
し
ま
す
の
で
、

ま
だ
ご
覧
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
是
非
お
見

黒田虎関…漢詩人
徳弘保孝（石門）…画家

志
国
高
知　

幕
末
維
新
博 

関
連
企
画
第
１
弾  

幕
末
の
土
佐 

―
書
跡
に
み
る
人
物
群
像
― 

後
期
展
ス
タ
ー
ト

２
０
１
7
年
3
月
4
日（
土
）～
５
月
10
日（
水
）

客
の
面
々
で
す
が
、
政
敵
で
あ
っ
た
吉
田
東

洋
と
武
市
半
平
太
の
作
品
が
上
下
に
貼
り
付

け
ら
れ
て
い
る
あ
た
り
は
、
ま
さ
に
「
呉ご

越え
つ

同ど
う

舟し
ゅ
う

」
と
い
っ
た
風
情
で
す
ね
。

　

い
っ
た
い
誰
が
何
の
意
図
を
も
っ
て
制
作

し
た
も
の
か
は
不
明
で
す
が
、
今
回
の
展
覧

会
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な

本
作
品
に
も
是
非
ご
注
目
く
だ
さ
い
。 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

⑥

⑫
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扇面色紙貼交屏風 ①鹿持雅澄　②古屋竹原　③山内豊資　④徳弘董斎　⑤山内豊凞　⑥武市瑞山
⑦徳弘董斎　⑧鹿持雅澄　⑨中山高陽　⑩楠瀬大枝　⑪葛西鵲巣　⑫吉田東洋

山内豊資五言絶句

鹿持雅澄短歌 山内豊凞短歌鹿持雅澄短歌

①

②
③

④

⑤

⑪

⑩

⑨

⑧

⑦

葛西鵲巣扇面

徳弘董斎扇面

待
酒
を
か
み
し
も
し
る
く
き
く
の
花

た
を
り
も
ち
つ
ゝ
君
か
き
ま
せ
る
　
雅
澄

よ
ろ
つ
よ
に
う
か
へ
の
ま
む
と
う
め
の
は
な

さ
け
る
や
ま
へ
に
い
へ
を
ら
す
ら
し
　
雅
澄

見
し
春
の
名
残
を
と
め
て
松
か
枝
に

な
つ
か
け
て
咲
る
藤
浪
の
花
　
豊
熈

夏
藤
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「
志
士
」
と
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に

よ
れ
ば
、「
高
い
志
を
持
っ
た
人
。
ま
た
、
国
家
、
社
会

の
た
め
自
分
の
身
を
犠
牲
に
し
て
力
を
つ
く
そ
う
と
す
る

人
」
を
指
し
ま
す
。
こ
と
に
、
黒
船
来
航
に
ゆ
れ
る
幕
末

の
世
。
日
本
の
歴
史
上
、
も
っ
と
も
志
士
が
誕
生
し
た
時

期
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

江
戸
や
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
こ
こ
土
佐
で
も
、
た
く
さ

ん
の
志
士
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
一
番
大
き
な

勢
力
と
い
え
ば
、
武
市
半
平
太
が
中
心
に
な
っ
て
結
成
し

た
土
佐
勤
王
党
で
す
。
新
し
い
時
代
の
実
現
を
目
指
し
た

活
動
も
む
な
し
く
、
明
治
と
い
う
新
し
い
世
を
み
る
こ
と

な
く
、
そ
の
人
生
に
幕
を
閉
じ
ま
す
。
そ
ん
な
彼
ら
の
生

き
様
を
様
々
な
資
料
を
展
示
し
な
が
ら
紹
介
し
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
ん
な
難
し
い
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
興
味
が
持

て
な
い
な
と
い
う
、
そ
こ
の
あ
な
た
！
本
展
で
は
、
土
佐

が
誇
る
志
士
の
生
き
様
を
、
み
な
さ
ま
に
よ
り
わ
か
り
や

す
く
解
説
す
る
た
め
、
強
力
な
助
っ
人
を
お
願
い
し
て
い

ま
す
。 

そ
れ
は
、
武
市
半
平
太
が
主
人
公
と
し
て
登
場

す
る
漫
画
「
サ
ム
ラ
イ
せ
ん
せ
い
」（
リ
ブ
レ
刊
）
で
す
。

　

歴
民
館
初
の
漫
画
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
企
画
。

い
ま
ま
で
と
は
、
ひ
と
味
違
っ
た
展
示
を
ご
期
待
く
だ
さ

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
石
畑
）

志
国
高
知　

幕
末
維
新
博 

関
連
企
画
第
2
弾  

志
士 

幕
末
を
駆
け
る 

―
半
平
太
ら
の
遺
し
た
も
の
― 

ご
案
内

２
０
１
7
年
５
月
27
日（
土
）～
７
月
２
日（
日
）

竜
馬
!!

歴
史
民
俗
資
料
館
で

お
う

そ
う
や
の
う

半
平
太
は
冨
さ
ん
へ
も

よ
う
手
紙
を

書
き
よ
っ
た
き
に
ゃ
あ

か
ら
か
い
な
や

ど
の
手
紙
も

ア
シ
の
思
い
が

こ
も
っ
ち
ゅ
う
き
の
う

半
平
太
が

書
い
た
手
紙
も

出
る
ら
し
い

ぜ
よ

幕
末
の
志
士
の

展
示
を

す
る
ら
し
い
が

知
っ
ち
ゅ
う
か
え
？

他
に
ど
ん
な
ん
が

出
る
が
じ
ゃ
ろ
う

武
市
先
生

こ
れ
を

見
て
下
さ
い

お
い
!!

ち
っ
く
と
待
て…

酒飲みの容堂を「逆さひょうたん」に見立てた
４日付 冨宛武市半平太書状（当館蔵）

御
い
ん
き
ょ
様
之
事

ア
シ
が
御
隠
居
様（
山
内
容
堂
）の

悪
口
を
書
い
ち
ゅ
う
や
つ
ま
で

出
る
い
う
が
か
え
!?
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幕
末
の
動
乱
期
に
泉
州
堺
で
勃
発
し
た

「
堺
事
件
」
を
皆
さ
ん
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
２
月

15
日
、
堺
の
警
備
を
し
て
い
た
土
佐
藩
兵
が
、

突
如
上
陸
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
軍
水
兵
を
銃

撃
し
た
こ
と
に
よ
る
一
連
の
事
件
を
指
し
ま

す
。
平
成
30
年
が
ち
ょ
う
ど
事
件
発
生
か
ら

150
年
目
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、「
幕
末
維
新

博
」
の
関
連
企
画
第
４
弾
と
し
て
取
り
上
げ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

鳥
羽
伏
見
の
戦
い
の
後
、
箕み

の

浦う
ら

猪い

之の

吉き
ち

率

い
る
土
佐
藩
八
番
隊
は
急
遽
堺
の
警
備
に
当

た
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
箕
浦
は
当
時
25

歳
。
高
知
城
下
潮
江
村
に
生
ま
れ
、
若
年
な

が
ら
藩
校
致
道
館
の
助
教
を
務
め
る
ほ
ど
の

秀
才
で
し
た
。
そ
も
そ
も
箕
浦
家
は
代
々
儒

学
者
を
輩
出
し
て
き
た
家
柄
で
、
他
に
も
土

佐
藩
教
授
方
の
箕
浦
小し

ょ
う

石せ
き

・
耕こ

う

雨う

・
居き

ょ

南な
ん

と
い
っ
た
人
物
を
出
し
て
い
ま
す
。
尊
王
攘

夷
思
想
に
燃
え
て
い
た
彼
が
、
国
内
各
地
に

出
没
す
る
外
国
船
や
異
国
人
に
対
し
て
相
当

過
敏
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で

き
ま
す
。

　

当
館
に
は
、
事
件
の
後
に
切
腹
さ
せ
ら
れ

た
箕
浦
の
辞
世
や
書
状
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
加
え
て
六
番
隊
長
だ
っ
た
西
村
左さ

平へ
い

次じ

の
遺
品
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
企
画
展

で
一
堂
に
展
示
し
ま
す
。
ま
た
、
事
件
の
現

場
と
な
っ
た
堺
市
の
公
的
機
関
や
妙
国
寺
か

ら
も
、
幕
末
の
堺
の
様
子
が
う
か
が
え
る
資

料
や
、
切
腹
時
の
藩
士
の
遺
品
な
ど
を
お
借

り
し
、
リ
ア
ル
な
事
件
当
日
の
再
現
に
挑
戦

し
ま
す
。

　

堺
事
件
と
い
え
ば
、
切
腹
の
壮
烈
さ
ば
か

り
が
注
目
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
当
時
の
国
内

外
の
情
勢
や
、
切
腹
を
免
れ
た
藩
士
た
ち
の

そ
の
後
な
ど
、
多
角
的
な
視
点
も
盛
り
込
み
、

こ
の
事
件
の
本
質
に
迫
り
た
い
と
思
い
ま

す
。          　
　
　
　
　
　

      　
（
野
本
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

  
今
村
楽
の
書
簡
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た

志
国
高
知
　
幕
末
維
新
博
　
速
報

「
堺
事
件
」
を
取
り
上
げ
ま
す
！

　

化
政
期
を
代
表
す
る
国
学
者
で
歌
人

の
今
村
虎と

ら

成な
り

、
通
称
楽た

ぬ
し

（
１
７
６
５

－

１
８
１
０
）
の
書
簡
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

当
館
の
初
代
館
長
・
吉
村
淑
甫
氏
が
生
前
所

蔵
し
て
い
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
書
簡
の
特
徴
は
、
平
易
な
仮
名
文
字

を
用
い
、
万
葉
調
の
流
れ
る
よ
う
な
文
体
で

書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
楽
は
国
学
者
で

あ
る
と
同
時
に
万
葉
集
の
研
究
者
で
も
あ
っ

た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
文
体
を
好
ん
だ
の
で

し
ょ
う
。

　

内
容
は
、
藩
の
役
務
に
よ
り
在
京
し
て
い

た
時
、
土
佐
に
い
る
門
人
た
ち
に
宛
て
た
も

の
で
す
。
遠
方
の
師
に
対
し
、
門
人
た
ち
は

遠
慮
な
く
歌
文
の
添
削
や
様
々
な
質
問
を
し
、

書
籍
購
入
の
依
頼
ま
で
し
て
い
た
よ
う
で
、

楽
は
実
に
優
し
く
丁
寧
に
答
え
て
い
ま
す
。

　

師
匠
と
門
人
と
い
っ
て
も
、
厳
格
な
上
下

関
係
で
は
な
く
、
と
も
に
学
問
を
楽
し
む
仲

間
と
い
っ
た
風
情
で
、
こ
の
時
代
の
文
化
の

担
い
手
の
実
態
を
現
し
て
い
る
よ
う
に
も
み

え
ま
す
。

　

楽
は
、
享
和
３
年
（
１
８
０
３
）
大
坂
で

｢

古
万
葉
集｣

を
刊
行
し
て
い
ま
す
が
、
本

書
簡
は
、
そ
の
時
に
認
め
た
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

後
に
同
僚
の
不
始
末
に
連
座
し
て
名
字
帯

刀
を
剥
奪
さ
れ
、
四
万
十
川
以
西
に
追
放
処
分

と
な
っ
た
楽
。
晩
年
は
不
遇
で
あ
り
、
短
い
人

生
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
偉
業
は
多
く
の

門
人
た
ち
に
受
け
継
が
れ
ま
す
。　
　
（
野
本
）

石柱と妙国寺

今村楽書状（部分）
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も
の
作
り
の
喜
び
に
ふ
れ
る
ワ
ク
ワ
ク

ワ
ー
ク
は
、
当
館
の
人
気
企
画
で
す
。
多
く

は
お
子
さ
ん
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
が
、
干

支
張
り
子
の
絵
付
は
郷
土
人
形
作
家
か
ら

手
ほ
ど
き
を
受
け
る
と
い
う
通
好
み
の
メ

ニ
ュ
ー
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
大
人
の
方
の

参
加
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

今
年
も
コ
ー
ナ
ー
展
「
干
支
の
玩
具
」
の

開
催
に
あ
わ
せ
て
講
師
に
草
流
舎
（
代
表
・

田
村
雅
昭
さ
ん
）
の
田
村
多
美
さ
ん
を
お
迎

え
し
、
土
佐
和
紙
漆
喰
張
り
子
の
特
徴
や
絵

付
の
コ
ツ
を
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
年
の
モ
チ
ー
フ
は
チ
ャ
ボ
で
、

天
然
記
念
物
の
鶉う

ず
ら

矮ち
ゃ

鶏ぼ

は
草
流
舎
の
あ
る
吾

川
郡
い
の
町
の
原
産
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と

の
こ
と
で
す
。

　

一
筆
で
勢
い
よ
く
描
い
て
羽
根
や
尾
の
感

じ
を
出
し
た
り
、
最
後
に
入
れ
る
黒
目
は

ち
ょ
っ
と
ず
ら
し
て
表
情
を
出
し
た
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
絵
付
の
工
夫
を
直
に
教
わ
る
機
会

と
あ
っ
て
、
黙
々
と
作
品
に
向
か
う
方
、
先

生
や
お
隣
と
笑
顔
で
語
ら
い
進
め
る
方
な
ど
、

参
加
さ
れ
た
方
々
は
皆
さ
ん
熱
心
に
、
楽
し

そ
う
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

う
さ
ぎ
年
か
ら
は
じ
ま
り
７
年
目
の
企
画

に
は
毎
回
ご
参
加
の
強
者
や
４
、５
回
目
の

常
連
方
も
お
ら
れ
、
十
二
支
揃
え
よ
う
と
楽

し
み
に
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
し

た
。
ま
た
、
は
じ
め
て
の
方
も
わ
か
り
や
す

い
先
生
の
ご
説
明
に
よ
り
、
か
わ
い
い
チ
ャ

ボ
が
で
き
て
満
足
そ
う
で
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
カ
ル
チ
ャ
ー

サ
ポ
ー
タ
ー
も
、
は
り
き
っ
て
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
ま
し
た
。

　

次
回
の
戌
の
絵
付
は
、
ご
自
分
で
絵
付
し

た
干
支
の
張
り
子
を
正
月
に
飾
り
た
い
方
も

い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
、
今
年
の
12
月
９
日

に
計
画
し
て
い
ま
す
。
事
前
予
約
制
で
30
名

定
員
の
予
定
で
す
。

　

ど
う
ぞ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。　
　
（
中
村
）

郷
土
人
形
作
家
直
伝
！

　
土
佐
和
紙
漆
喰
張
り
子
　
と
り
の
絵
付

2017.1.21 　かわいくなる絵付のポイントは…

　

当
館
で
は
、
東
洋
町
、
高
知
県
立
大
学

と
３
者
協
定
を
結
ん
で
、
町
の
所
蔵
す

る
民
具
の
整
理
作
業
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

２
０
０
９
年
に
新
入
生
（
当
時
は
女
子
大
）

の
バ
ス
ハ
イ
ク
の
一
環
で
民
具
調
査
を
行
っ

て
か
ら
地
道
に
調
査
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

７
年
目
の
今
年
は
、
橋
尾
直
和
先
生
の
ゼ
ミ

に
所
属
す
る
学
生
さ
ん
を
中
心
と
し
た
グ

ル
ー
プ
「from

 ZERO

（
フ
ロ
ム
・
ゼ
ロ
）」

が
、
同
大
の
「
立
志
社
中
」
の
助
成
金
を
得

て
、
地
元
で
の
展
示
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

民
具
を
保
管
し
て
い
る
「
な
ご
み
」（
旧

室
戸
高
校
甲
浦
分
校
）
の
体
育
館
に
民
具
を

並
べ
、
12
月
16
日
に
は
甲
浦
小
学
校
の
子
ど

も
達
が
地
元
の
お
年
寄
り
に
民
具
の
使
い
方

や
昔
の
暮
ら
し
の
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

17
日
は
一
般
公
開
。
百
人
を
超
え
る
方
が
町

の
内
外
か
ら
訪
れ
ま
し
た
。
学
生
に
使
い
方

を
教
え
る
人
が
い
た
り
、
昨
日
来
た
小
学
生

が
お
母
さ
ん
を
連
れ
て
来
た
り
、
終
日
な
ご

や
か
に
民
具
を
め
ぐ
る
話
の
輪
が
出
来
ま
し

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）

地
域
連
携   

み
ん
な
の
民
具 

in 

東
洋
町

体育館が展示室に早変わり！展示構成から企画進行まで学生たちの
センスが光っていました。

足踏み脱穀機体験は人気殺到！地元の方が、小学生に実演しながら説明。
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れきみんニュース
★
れ
き
み
ん
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー

　

平
成
29
年
と
翌
30
年
は
、
江
戸
幕
府
が
政
権
を
朝
廷
に
返
還
し
た
大
政
奉
還
と
明

治
維
新
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
150
年
の
節
目
の
年
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
幕
末
か
ら
明

治
維
新
に
か
け
て
多
く
の
偉
人
を
輩
出
し
た
高
知
県
で
は
、
２
年
間
に
わ
た
り
「
志

国
幕
末
維
新
博
」
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
当
館
は
こ
の
博
覧
会
の
地
域

会
場
と
し
て
、
幕
末
維
新
に
関
連
し
た
展
覧
会
や
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
３
月
か
ら
「
れ
き
み
ん
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
が
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。
平
成
29
年
度
に
当
館
が
開
催
す
る
５
つ
の
企
画
展
・
特
別
展
の
鑑
賞
と
、

４
月
か
ら
岡
豊
城
跡
に
登
場
す
る
櫓
の
見
学
を
し
て
い
た
だ
く
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
タ

ン
プ
を
そ
れ
ぞ
れ
１
つ
押
印
し
ま
す
。
押
印
数
に
よ
っ
て
、
当
館
の
招
待
券
や
図
録
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
が
当
た
る
、
は
ず
れ
な
し
の
抽
選
に
参
加
で
き
ま
す
。
ス
タ
ン

プ
ラ
リ
ー
の
台
紙
は
県
内
文
化
施
設
等
で
配
布
し
て
い
る
ほ
か
、
当
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

★
特
別
展
「
今
を
生
き
る
禅
文
化
―
伝
播
か
ら
維
新
を
越
え
て
―
」
今
秋
開
催
決
定
!!

　

日
本
で
は
現
在
、
臨り

ん

済ざ
い

宗
、
曹そ

う

洞と
う

宗
、
黄お

う

檗ば
く

宗
の
３
つ
に
大
別
さ
れ
る
禅
宗
は
、

鎌
倉
時
代
に
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
、
天
皇
家
や
将
軍
家
、

武
家
と
の
結
び
つ
き
を
強
力
に
し
全
盛
期
を
迎
え
ま
す
が
、
そ
の
裏
側
に
は
土
佐
出

身
の
ふ
た
り
の
高
僧
の
活
躍
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
長
宗

我
部
元
親
も
禅
宗
に
帰
依
し
た
武
将
の
一
人
で
し
た
。

　

臨
済
宗
中
興
の
祖
・
白は

く

隠い
ん

禅
師
（
１
６
８
６

－

１
７
６
９
）
の
250
年
遠お

ん

諱き

に
あ
た

る
本
年
、
本
県
と
ゆ
か
り
の
深
い
禅
宗
に
焦
点
を
当
て
た
特
別
展
を
開
催
し
ま
す
。

本
展
で
は
、
禅
宗
の
誕
生
か
ら
日
本
で
の
隆
盛
、
明
治
維
新
期
の
衰
退
を
越
え
今
も

日
本
文
化
の
な
か
で
生
き
続
け
て
い
る
禅
文
化
を
国
宝
、
重
文
を
含
む
多
彩
な
作
品

で
ご
紹
介
し
ま
す
。
中
四
国
で
は
初
公
開
と
な
る
妙
心
寺
、
相
国
寺
、
南
禅
寺
と
い
っ

た
京
都
各
本
山
の
珠
玉
の
名
宝
と
、
県
内
で
守
り
継
が
れ
て
き
た
貴
重
な
寺
宝
の
数
々

を
一
堂
に
拝
観
で
き
る
ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。

　

詳
細
は
当
紙
面
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
随
時
公
開
し
て
い
き
ま
す
。

　
（
会
期
：
平
成
29
年
10
月
14
日
～
11
月
26
日
）　　
　
　
　
　
（
那
須
）

  

恒
例
の
「
れ
き
み
ん
の
お
正
月
」
が
１
月
２
日
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

 

２
階
正
面
玄
関
が
工
事
中
だ
っ
た
た
め
、
今
年
は
門
松

の
設
置
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
歴
民
グ
ッ
ズ
く
じ
引

き
で
新
年
の
運
試
し
、
福
を
“
と
り
”
こ
む
干
支
の
酉
に

ち
な
ん
だ
マ
ス
コ
ッ
ト
人
形
を
作
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

は
、
た
く
さ
ん
の
お
客
様
に
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

コ
マ
回
し
体
験
で
は
、
名
人
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
始
ま
る
と
そ
の
技
の

数
々
に
夢
中
に
な
る
方
が
多
数
！
抹
茶
の
サ
ー
ビ
ス
や
、
石
臼
を
使
っ
た
お
茶
挽
き

体
験
も
開
催
。
初
め
て
使
う
石
臼
に
お
子
さ
ん
も
興
味
津
々
で
し
た
。
も
と
ち
か
君

の
サ
プ
ラ
イ
ズ
登
場
、
コ
ー
ナ
ー
展
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ト
ー
ク
な
ど
、
楽
し
く
に
ぎ

や
か
な
お
正
月
と
な
り
ま
し
た
。

　

ご
来
館
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。     　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
式
地
）

平
成
29
年
度
の
歴
民
は
こ
こ
に
注
目
!!

　
　

れ
き
み
ん
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
＆
秋
の
特
別
展

れ
き
み
ん
の
お
正
月

　

４
月
１
日
（
土
）、
２
日
（
日
）
の
２
日
間
、
岡

豊
山
春
の
恒
例
イ
ベ
ン
ト
「
第
８
回
岡
豊
山
さ
く

ら
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

中
庭
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
吹
奏
楽
や
ダ
ン
ス
な
ど
の
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り

沢
山
、
ま
た
、
こ
の
４
月
か
ら
櫓や

ぐ
ら

が
お
目
見
え
す
る
岡
豊
山
を
解
説
案
内
付
き
で
歩

く
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
も
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
高
知
の
グ
ル
メ
が
目
白
押
し
の
「
土
佐
の
食
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
も
同
時

開
催
。
お
い
し
い
も
の
か
ら
音
楽
や
歴
史
ま
で
、
桜
の
名
所
・
岡
豊
山
を
一
日
中
お

楽
し
み
い
た
だ
け
ま
す
。

　

な
お
、
さ
く
ら
ま
つ
り
開
催
中
の
２
日
間
は
、
一
般
車
輌
は
進
入
禁
止
と
な
る
た

め
、
高
知
大
学
医
学
部
東
駐
車
場
と
高
知
駅
前
そ
れ
ぞ
れ
を
発
着
す
る
無
料
の
シ
ャ

ト
ル
バ
ス
で
岡
豊
山
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

第
８
回
岡
豊
山
さ
く
ら
ま
つ
り



コーナー展のご案内
◦総合展示室（３F）

　「山内容堂と坂本龍馬の遺品」3月11日(土)～6月2日(金)
　「土佐に影響を与えた人びと」6月3日(土)～8月30日(水)

◦長宗我部展示室（２F）      
　「国史跡・岡豊城跡」4月20日(木)～
　「頭

ず

形
なり

兜の世界」4月28日(金)～8月13日(日)

－8－

平成29年 ３月〜６月の催し

企画展

後期展いよいよスタート！  ５月10日(水)まで

幕末の土佐
－書跡にみる人物群像－

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 
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臨
時
休
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あ
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観
覧
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〔
通
常
展
〕大
人(

18
才
以
上)

460
円

　
　
　
　
　

団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　

〔
特
別
展･

企
画
展
〕通
常
展
込
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円

　
　
　
　
　

団
体(

20
人
以
上)

410
円

無
料
：
高
校
生
以
下
、高
知
県
及
び
高
知
市
長
寿
手

帳
所
持
者
、身
体
障
害
者
手
帳･

療
育
手
帳

･

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳･

戦
傷
病
者

手
帳･

被
爆
者
健
康
手
帳
所
持
者
と
そ
の
介

護
者(

１
名)

　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
・
川
北
印
刷
株
式
会
社

　後期展では、もっと他の史料を見たい
というご要望に応え、これまで以上に展
示資料をパワーアップしてまいります。
連続講座や展示解説なども充実してお
りますので是非一度ご来館ください。  

◎年会費2,000円／通常展・自主企画展へのフリーパス付
◎『岡豊風日』やチラシを定期的に送付します！

◦4月20日(木）Aコース　◦5月4日(木･祝）Bコース
カルチャーガイドとともに、「土佐まほろば」地区を歩きます。

参加費・申込要。

　土
と

佐
さ

勤
きん

王
のう

党
とう

の盟主・武
たけ

市
ち

半
はん

平
ぺい

太
た

を中
心に、明

めい

治
じ

維
い

新
しん

を見ることなく、夢半
ばに斃

たお

れていった志士の資料を展示。
　漫画「サムライせんせい」（黒江Ｓ介
著・リブレ刊）とのコラボ企画！！

志国高知 幕末維新博関連企画第２弾！

れきみんサークル 会員募集中

まほろばウォーク

志国高知 幕末維新博関連企画第１弾！

幕末維新博関連企画！

志士 幕末を駆ける
―半平太らの遺したもの―

　高知県立歴史民俗資料館研究紀要第21号
　Ａ４版
◦論　　　文「土佐藩における「諸国城割令」の受容と破城」…石畑匡基
◦研究ノート「長宗我部信親発給文書に関する若干の考察」…野本　亮
◦史 料 紹 介「第２回ブラジル移民船旅順丸の航海日誌」……石畑匡基

新 刊 紹 介
研究紀要

告知

新

　当館が立地する岡豊山は、
戦国武将・長宗我部氏が居城
とした地であり、岡豊城跡は国
の史跡指定を受けています。こ

のたび、「志国高知　幕末維新博」の開催にあわせて、
岡豊山の山頂部（詰の段）に櫓（やぐら）をあげること
になりました。
　残念ながら岡豊城に関する資料が残っていないこと
から、復元ではありませんが、標高９７メートルの山頂
に建つ櫓から、長宗我部氏の目線で眺望を楽しんでい
ただけます。
　さらに、岡豊城跡を始め岡豊山歴史公園をガイドす

る案内人を配
置しますので、
自然散策しな
がら歴史のロ
マンに浸ってく
ださい。

（館長）

　５月20日(土）10:00〜16:00
岡豊山に居城を構えた戦国武将・長宗我部氏を盛り上げ
るイベント。甲冑武者や鉄砲隊の登場を始め、演劇や声優
トークショーなど長宗我部一色の1日！

第８回 長宗我部フェス

５月３日（水･祝）は 歴民の日
観覧料は無料です

当館は平成3年5月3日に開館しました。開館記念日の5月3日は全館入
館無料です。「歴民クイズの陣」など、楽しいイベントも開催します。

ワクワクワークや学校の体験学習などのお手伝いをして
くれるボランティアを募集（4月、10月）しています。

香美市物部町の旧大栃高校に保管している当館所蔵の民俗資料約２千点
を年１回特別公開しています。民具のお話を聞いたり、民具に触れて、高知
の伝統文化を学んでみませんか？

6月3日(土)､４日(日)　　10:00～16:00

カルチャーサポーター募集

第６回 旧大栃高校民俗資料一般公開

企画展

武
市
半
平
太
所
用
刀

サ
ム
ラ
イ
せ
ん
せ
い

写真はイメージです

5月27日(土)〜７月２日(日)　

｢今槖駝迂弟」の
答え.福岡孝弟

（ラクダに似てますか？）


