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資
料
見
聞

１
９
４
５
年　

戦
後
１
号
の
玩
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
菅
の
ジ
ー
プ

　

１
９
４
５
年
８
月
15
日
、
日
本
は
暑
い
夏

の
日
に
終
戦
を
迎
え
、
敗
戦
の
絶
望
と
虚
脱

感
に
み
ま
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
都
会
な
ど
で

は
食
糧
不
足
と
横
行
す
る
ヤ
ミ
市
、
そ
し
て

戦
災
に
よ
る
孤
児
た
ち
の
姿
が
悲
し
く
も
そ

こ
に
あ
り
ま
し
た
。

　

東
京
の
「（
玩
具
）
業
界
の
中
心
地
で
あ
っ

た
本ほ

ん

所じ
ょ

、
深ふ

か

川が
わ

、
浅あ

さ

草く
さ

は
、
た
だ
一
面
の
焼

け
野
が
原
で
、
夏
草
の
茂
る
に
ま
か
せ
て

い
た
。」
と
日
本
金
属
玩
具
史
編
纂
委
員
会

の
『
日
本
金
属
玩
具
史
』（
昭
和
35
年
）
に

は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
子
ど

も
た
ち
の
手
に
は
、
た
だ
一
個
の
玩
具
す
ら

な
か
っ
た
」
と
。
そ
れ
と
は
対
照
に
銀
座
の

Ｐ
Ｘ
（
ア
メ
リ
カ
軍
用
酒
保
）
で
は
、
日
本

の
人
形
や
玩
具
を
買
い
求
め
る
ア
メ
リ
カ
兵

の
姿
が
あ
っ
た
と
先
の『
日
本
金
属
玩
具
史
』

に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
お
腹

を
空
か
し
た
子
ど
も
達
が
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
な

ど
を
ね
だ
っ
て
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
兵
の

も
と
に
は
、
彼
ら
が
使
用
し
て
い
る
頑
強
な

あ
こ
が
れ
の
ジ●

ー●

プ●

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

よ
う
な
悲
惨
な
状
況
の
中
で
も
子
ど
も
達
は

遊
び
を
見
つ
け
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
玩
具
業
界
か
ら
一
人
の
人
物
が

立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
滋
賀
県
大
津
に
疎
開

し
て
い
た
小こ

菅す
げ

松
蔵
氏
で
し
た
。
斎
藤
良
輔

著
『
昭
和
玩
具
文
化
史
』（
昭
和
53
年
）
に

よ
る
と
、
小
菅
氏
は
戦
争
に
よ
り
金
属
玩
具

の
製
作
が
不
可
能
に
な
る
と
、
写
真
機
の
部

品
作
り
を
し
て
、
軍
に
納
め
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
戦
火
が
激
し
く
な
る
と
軍
の
命
令
で

大
津
へ
工
場
を
移
し
て
い
た
の
で
す
。
幸
い

に
も
材
料
が
戦
後
も
残
っ
て
い
た
の
で
、
日

本
中
で
走
っ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
ジ
ー
プ

の
玩
具
を
思
い
つ
い
た
の
で
す
。
こ
の
ジ
ー

プ
は
小
菅
の
ジ
ー
プ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ゴ
ム
動
力
で
走
り
、
塗
装
は
吹
き
つ
け
塗
装
、

製
品
を
入

れ
る
箱
す

ら
な
か
っ

た
の
で

す
。
発
売

は
、
な
ん

と
終
戦
の

年
の
12
月
、

京
都
の
丸

物
百
貨
店

で
、
当
時

と
し
て
は
高
い
１
台
10
円
で
販
売
さ
れ
た
の

で
す
。
大
人
に
も
羨
望
の
的
で
あ
っ
た
ジ
ー

プ
は
、
人
気
を
集
め
、
10
万
台
が
販
売
さ
れ

た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
東
京

で
も
ジ
ー
プ
の
玩
具
が
販
売
さ
れ
た
の
で
す
。

  

戦
後
、
岐
阜
県
で
製
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
子
ど
も
茶
碗
に
も
ジ
ー
プ
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
Ｇ
ｏ
ｏ
ｄ　

ｂ
ｙ
ｅ

　

グ
ッ
ト
バ
イ
」
と
子
ど
も
に
手
を
振
る
ア

メ
リ
カ
兵
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ジ
ー

プ
が
羨
望
の
的
で
あ
り
、
時
代
を
象
徴
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
玩
具

や
子
ど
も
茶
碗
に
も
戦
後
の
歴
史
が
刻
ま
れ

て
い
る
の
で
す
。
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高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
郷
土
玩
具

を
含
め
た
玩
具
を
取
り
あ
げ
た
企
画
展
は
、

平
成
7
年
度
「
お
も
ち
ゃ

－

遊
び
の
か
た
ち

－

」、
平
成
13
～
14
度
に
か
け
て
開
催
し
た

開
館
10
周
年
関
連
企
画
展
「
ふ
る
さ
と
土
佐

の
お
も
ち
ゃ
と
お
ひ
な
さ
ま
」、
同
年
夏
の

「
金
太
郎
さ
ん
と
土
佐
の
お
も
ち
ゃ 

ハ
ッ
ケ

ヨ
イ
！
郷
土
玩
具
」、
平
成
19
年
度
冬
に
は
、

「
な
つ
か
し
の
お
も
ち
ゃ

－

髙
橋
俊
和
さ
ん

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

－

」 

が
あ
り
ま
す
。
近
年

で
は
、
平
成
22
年
度
に
山
﨑
茂
さ
ん
が
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
し
た
全
国
の
郷
土
玩
具
の
一
部
を

公
開
し
た
企
画
展「
昔
の
お
も
ち
ゃ
博
物
館
」

を
開
催
し
て
お
り
、
今
回
で
６
回
目
と
な
り

ま
す
。

  

開
館
20
周
年
特
別
展
「
お
も
ち
ゃ
と
模
型

の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
展
」
は
、
有
名
な
玩
具

メ
ー
カ
ー
、
株
式
会
社
バ
ン
ダ
イ
が
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
し
た
玩
具
や
模
型
の
一
部
を
３
階
総

合
展
示
室
を
会
場
に
展
示
し
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
特
別
展
は
、
㈶
高
知
県
文
化

財
団
・
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
・
Ｎ
Ｈ

Ｋ
高
知
放
送
局
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ラ
ネ
ッ
ト
四
国

が
主
催
と
な
っ
て
開
催
し
、
株
式
会
社
バ
ン

ダ
イ
（
以
下
バ
ン
ダ
イ
）
に
特
別
に
ご
協
力

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。               　
　
　

※

  

お
も
ち
ゃ
と
言
え
ば
、
だ
れ
も
が
当
時
の

色
々
な
思
い
出
や
暮
ら
し
た
風
景
、
そ
し
て

時
代
背
景
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
る
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
お
も
ち
ゃ
は
人
を
な
つ
か
し

い
世
界
へ
誘
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
の
お
も
ち
ゃ
に
は
、
時
の
背
景
や
当
時
の

価
値
観
、
社
会
や
世
相
な
ど
も
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
。
実
は
お
も
ち
ゃ
は
、
私
た
ち
の
歴

史
と
と
て
も
関
係
が
あ
り
、
一
つ
の
文
化
で

も
あ
る
の
で
す
。

　

お
も
ち
ゃ
に
は
、
子
ど
も
や
大
人
の
目
を

引
き
、
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
、
色
々
な
工
夫

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
価
格
も
安
い

も
の
が
好
ま
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
職
人
達

の
知
恵
や
工
夫
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
も

ち
ゃ
は
玩
具
と
い
う
製
品
で
あ
り
な
が
ら
、

目
を
転
じ
る
と
職
人
の
一
つ
の
「
作
品
」
で

も
あ
る
の
で
す
。

　

世
界
の
お
も
ち
ゃ
を
概
観
す
る
と
、
科
学

の
進
歩
に
伴
い
素
材
や
動
力
、
色
な
ど
が
変

化
し
て
い
る
事
が
見
て
取
れ
ま
す
。
し
か
し
、

時
代
が
変
化
し
て
も
子
ど
も
た
ち
の
豊
か
な

想
像
力
や
心
を
育
て
て
き
た
お
も
ち
ゃ
の
原

点
は
、
変
わ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

お
も
ち
ゃ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
貴
重

な
宝
物
で
す
が
、
一
方
で
は
壊
さ
れ
た
り
、

飽
き
ら
れ
、
捨
て
ら
れ
て
残
ら
な
い
こ
と
が

多
い
の
で
す
。
大
事
に
と
っ
て
あ
っ
た
メ
ン

コ
や
お
も
ち
ゃ
を
両
親
に
捨
て
ら
れ
た
経
験

を
も
つ
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
大
量
生
産

に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
お
も
ち
ゃ
は
、
大
量

消
費
さ
れ
、
残
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
極
め
て

少
な
い
の
で
す
。

  

バ
ン
ダ
イ
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
玩
具
の
超
合
金

や
ガ
ン
プ
ラ
（
ガ
ン
ダ
ム
の
プ
ラ
モ
デ
ル
）

な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
玩
具
の
ヒ
ッ
ト
商
品

を
生
み
出
し
ま
し
た
。
近
年
で
は
た
ま
ご
っ

ち
な
ど
が
記
憶
に
新
し
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

バ
ン
ダ
イ
が
世
界
で
も
有
数
の
お
も
ち
ゃ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
は
一

般
に
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
か
つ
て
、
ロ
ン
ド
ン
・
ト
イ
＆
モ
デ
ル

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
所
蔵
し
て
い
た
資
料
、
約

７
０
０
０
点
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
平
成
13
年

に
譲
り
受
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、ト
ー
マ
ス
・

エ
ジ
ソ
ン
の
発
明
品
も
譲
り
受
け
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
旧
日
本
玩
具
資
料
館
の
資
料
も
譲

り
受
け
て
い
る
の
で
す
。
バ
ン
ダ
イ
は
自
身

の
サ
ン
プ
ル
を
含
め
る
と
約
５
万
点
の
資
料

を
所
蔵
し
て
い
ま
す
（
櫻
田
純
『
面
白
す
ぎ

る
「
お
も
ち
ゃ
」
研
究
序
説
』
２
０
０
９
年

９
月
に
よ
る
）。　

　

さ
て
、
本
展
で
は
時
代
の
変
化
と
と
も
に

進
化
し
多
様
化
し
て
き
た
お
も
ち
ゃ
の
歴
史

を
新
た
な
視
点
で
見
直
し
、
紹
介
し
ま
す
。

展
示
構
成
は
左
記
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

◦
第
１
章　

ロ
ン
ド
ン
か
ら
の
贈
り
も
の

　
　
　
　
　
　

～
鉄
道
模
型
か
ら
ド
ー
ル
ハ

　
　
　
　
　
　

ウ
ス
ま
で
～　

　

◦
第
２
章　

戦
後
の
お
も
ち
ゃ
の
歩
み

　
　
　
　
　
　

～
日
本
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　
　
　
　
　
　

を
中
心
に
～

　

展
示
さ
れ
る
お
も
ち
ゃ
を
幾
つ
か
見
て
み

ま
し
ょ
う
。　

①糸巻きはずみ車の機関車　1880年　ドイツ
　鉄道模型や玩具を知る上で重要な資料
　おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵　　

特 別 展

お
も
ち
ゃ
と
模
型
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
展

開
館
20
周
年
特
別
展

会
期　

平
成
23
年
７
月
８
日
（
金
）
～
８
月
31
日
（
水
）　
　
　
　

岡
本　

桂
典

◦
主
催
／
㈶
高
知
県
文
化
財
団
・
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
知
放
送
局
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ラ
ネ
ッ
ト
四
国　

◦
特
別
協
力
／
バ
ン
ダ
イ　

制
作
協
力
／
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
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②サザン鉄道2-B-0　900形　テンダー蒸気機関車　
　｢ＥＴＯＮ」1910年　イギリス  62×400×98㎜
　おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵　　

　

第
１
章
は
、「
Ⅰ　

旅
へ
の
憧
れ
―
鉄
道

模
型
の
魅
力
」、「
Ⅱ　

掌
上
の
宇
宙

－

人
形
・

ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
・
鉛
の
兵
隊
」、「
Ⅲ　

テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
の
誘
惑

－

金
属
玩
具
の
世
界
」
の

３
節
と
な
り
ま
す
。

  

第
１
章
「
Ⅰ　

旅
へ
の
憧
れ
―
鉄
道
模
型

の
魅
力
」
の
見
所
の
一
つ
は
、
ロ
ン
ド
ン
・

ト
イ
＆
モ
デ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
が
所
蔵
し
て

い
た
鉄
道
模
型
で
す
。
鉄
道
が
い
か
に
愛
さ

れ
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
す
。

　

産
業
革
命
以
後
、
蒸
気
機
関
車
が
生
み
出

さ
れ
、
交
通
網
が
発
達
し
ま
し
た
。
人
間
の

空
間
へ
の
意
識
が
大
き
く
変
化
し
、
新
し
い

時
代
へ
の
息
吹
を
感
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

前
頁
の
①
「
糸
巻
き
は
ず
み
車
の
機
関
車
」

は
、１
８
８
０
年
製
（
日
本
は
明
治
13
年
）
で
、

フ
ラ
イ
ホ
ー
ル
（
は
ず
み
車
）
の
珍
し
い
も

の
で
す
。
レ
ー
ル
の
上
を
走
ら
せ
る
も
の
で

は
な
く
、
床
で
走
ら
せ
る
も
の
で
、「
フ
ロ

ア
ー
ト
レ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
大

き
さ
は
、
約
８
×
18
×
10
㎝
で
す
。
櫻
田
純

氏
（
櫻
田
純
『
面
白
す
ぎ
る
「
お
も
ち
ゃ
」

研
究
序
説
』
２
０
０
９
年
９
月
）
は
、
フ
ロ

ア
ー
ト
レ
イ
ン
は
黎
明
期
の
鉄
道
模
型
で
、

後
の
鉄
道
模
型
は
こ
れ
か
ら
進
化
し
て
い
く

と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

  

「
Ⅱ　

掌
上
の
宇
宙
―
人
形
・
ド
ー
ル
ハ

ウ
ス
・
鉛
の
兵
隊
」
で
は
人
間
の
似
姿
と
し

て
長
い
歴
史
を
も
つ
人
形
を
紹
介
し
ま
す
。

現
在
の
人
形
の
よ
う
に
高
度
で
多
様
性
の
あ

る
人
形
が
登
場
し
て
く
る
の
は
19
世
紀
以
降

の
こ
と
。
西
洋
の
人
形
で
人
気
の
あ
る
も
の

が
ビ
ス
ク
・
ド
ー
ル
で
す
。
ビ
ス
ク
・
ド
ー

ル
と
は
、
高
温
で
素
焼
き
し
た
後
、
色
つ
け

し
、
低
温
で
再
度
焼
成
し
た
も
の
で
す
。
人

間
の
肌
に
近
い
質
感
が
だ
せ
る
と
い
う
こ
と

が
特
徴
で
す
。
し
か
し
、
日
本
の
市
松
人
形

も
ま
け
て
は
い
ま
せ
ん
。

慶
応
３
年
（
１
８
６
７
）

の
パ
リ
万
国
博
覧
会
に
日

本
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
お
も
ち
ゃ
業

界
は
、
市
松
人
形
の
肌
の

き
め
細
か
さ
に
衝
撃
を
受

け
た
と
い
い
ま
す
。
ワ
ッ

ク
ス
・
ド
ー
ル
（
イ
ギ

リ
ス
・
１
８
８
０
年
代
）、

ク
ロ
ス
・
ド
ー
ル
（
イ
ギ

リ
ス
・
１
９
３
０
年
代
）

や
家
具
な
ど
の
生
活
の
空
間
を
再
現
し
た

ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
展
示
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

  

「
Ⅲ　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
誘
惑
―
金
属
玩

具
の
世
界
」
で
は
、
金
属
玩
具
を
紹
介
し
ま

す
。
産
業
革
命
以
後
の
工
業
技
術
の
発
展
は
、

お
も
ち
ゃ
の
世
界
に
も
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

工
業
用
機
械
の
登
場
に
よ
り
、
ブ
リ
キ
な

ど
の
金
属
板
は
プ
レ
ス
す
る
こ
と
で
、
い
ろ

い
ろ
な
形
に
加
工
さ
れ
て
塗
装
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
大
量
の

お
も
ち
ゃ
が
流
通

し
ま
し
た
。
蒸
気

機
関
車
・
ト
ラ
ッ

ク
な
ど
の
自
動
車
、

飛
行
機
・
バ
イ
ク

な
ど
で
す
。
小
物

玩
具
や
ゼ
ン
マ
イ

仕
掛
け
の
レ
コ
ー

ド
と
い
っ
た
も
の

も
あ
り
ま
す
。
日
本
製
の
ゼ
ン
マ
イ
仕
掛
け

の
お
も
ち
ゃ
が
海
外
向
け
に
生
産
さ
れ
、
一

部
日
本
で
も
販
売
さ
れ
た
も
の
も
展
示
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

第
２
章
は
、
戦
後
の
お
も
ち
ゃ
の
歩
み
～

日
本
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
～
「
Ⅰ

　

戦
後
復
興
期
の
玩
具
」、「
Ⅱ　

時
代
を

彩
っ
た
お
も
ち
ゃ
た
ち
」、「
Ⅲ　

キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
玩
具
の
興
隆
」
の
３
節
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
旧
日
本
玩
具
資
料
館
が
所
蔵
し

て
い
た
も
の
を
軸
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。
日

本
の
昭
和
前
期
の
お
も
ち
ゃ
の
生
産
は
、
ド

イ
ツ
に
次
ぐ
生
産
量
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
が
、

戦
争
に
よ
り
玩
具
生
産
地
も
灰か

い

燼じ
ん

に
帰
し
ま

し
た
。
終
戦
直
後
の
玩
具
に
つ
い
て
は
巻
頭

で
少
し
紹
介
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

戦
後
、
日
本
は
お
も
ち
ゃ
大
国
と
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
歴
史
を
刻
む

博
物
館
施
設
さ
え
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

③ビスク･ドール　1890年　フランス
　215×114×495㎜
　おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵

④ネズミと少女　1920年代　ドイツ
　110×16×130㎜
　おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵　　
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３
月
か
ら
８
月
ま
で
企
画
展
、
特
別
展

が
続
く
た
め
、
民
俗
部
門
の
常
設
展
示
は

１
階
の
企
画
展
示
室
で
行
な
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。「
海
に
生
き
る
人
び
と
」
と

「
山
に
暮
ら
す
人
び
と
」
の
二
つ
の
コ
ー

ナ
ー
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
移
動
し
ま
し
た

が
、
そ
の
他
の
資
料
の
多
く
は
こ
の
機
会

に
休
ま
せ
ま
し
た
。
そ
の
分
、
春
か
ら
夏

に
か
け
て
の
年
中
行
事
に
関
す
る
資
料
を

増
や
し
、
テ
ー
マ
展
示
「
土
佐
の
夏
の
民

俗
行
事
」
と
し
ま
し
た
。

　

最
初
は
五
月
の
節せ

っ

供く

で
す
。
鯉こ

い

幟の
ぼ
り

や
フ

ラ
フ
、
幟
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
フ
ラ
フ

は
初
夏
の
土
佐
の
風
物
詩
で
す
が
、
江
戸

時
代
に
は
見
ら
れ
な
い
新
し
い
習
慣
の
よ

う
で
す
。
大
正
14
年
（
１
９
２
５
）
刊
の

寺
石
正
路『
土
佐
風
俗
と
伝
説
』に
は「
男

子
の
生
家
は
旗
幟
を
立
て
（
こ
の
ご
ろ
は

紙
鯉
）」
と
あ
り
、
フ
ラ
フ
の
語
は
見
え

ま
せ
ん
（
旗
幟
が
フ
ラ
フ
の
可
能
性
も
あ

り
ま
す
）。そ
れ
が
昭
和
11
年（
１
９
３
６
）

の「
土
佐
民
間
行
事
に
関
す
る
調
査
」（『
土

佐
史
壇
』）
に
な
る
と
「
男
児
の
あ
る
家

で
は
庭
に
鯉
幟
や
ふ
ら
ふ
（
武
者
絵
を
描

い
た
大
旗
）
を
た
て
」
と
あ
り
、
フ
ラ
フ

の
語
が
出
て
き
ま
す
。
フ
ラ
フ
の
説
明

を
（　

）
内
に
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
を
み

る
と
、
ま
だ
こ
の
頃
フ
ラ
フ
と
い
う
語
が

な
じ
み
が
薄
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

今
回
は
昭
和
31
年
頃
の
フ
ラ
フ
を
展
示
し

て
い
ま
す
が
、
土
佐
で
は
大
正
時
代
に
流

行
り
始
め
た
と
お
ぼ
し
き
紙
の
鯉
幟
も
展

示
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
今
回
初
公
開

の
資
料
で
す
。

　

ま
た
、
田
植
え
の
時
期
に
祭
る
オ
サ
バ

イ
様
、
稲
の
害
虫
を
追
い
払
う
虫
送
り
、

水
難
よ
け
を
祈
っ
て
祭
る
エ
ン
コ
ウ
、
七

夕
の
馬
、
盆
な
ど
、
初
夏
か
ら
夏
の
行
事

を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

土
佐
の
夏
の
民
俗
行
事
梅
野　

光
興

テ
ー
マ
展
示

た
。
玩
具
メ
ー
カ
ー
の
自
社
に
１
点
も
残
っ

て
い
な
い
玩
具
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
佃
光
雄

氏
は
こ
れ
を
憂
い
私
財
を
投
じ
て
㈶
日
本
玩

具
資
料
館
を
１
９
８
１
年
に
設
立
し
、
業
界

の
協
力
を
得
て
市
場
に
流
通
し
な
か
っ
た
資

料
も
収
集
し
ま
し
た
。
施
設
の
目
的
は
「
何

時
、
誰
が
、
何
処
で
、
そ
の
様

な
玩
具
を
造
り
商
っ
た
か
を
業

界
人
に
見
て
も
ら
い
、
一
般
の

方
々
に
も
約
50
年
の
玩
具
の
流

れ
を
ご
覧
に
入
れ
家
庭
教
育
の

一
端
に
、
ま
た
子
供
と
の
会

話
に
入
れ
て
頂
く
」
こ
と
に

あ
っ
た
の
で
す
。
残
念
な
が
ら

２
０
０
４
年
に
閉
館
し
ま
し
た

が
、
バ
ン
ダ
イ
に
そ
の
資
料
は

引
き
継
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
端
を
紹
介
し

ま
す
。
⑤
の
写
真
の
右
は
、
珍
し
い
チ
ャ
ン

ピ
オ
ン
レ
ー
サ
ー
の
見
本
品
で
す
。

　
「
５
人
の
ギ
ャ
ン
グ
」
と
呼
ば
れ
る
増

田
屋
か
ら
販
売
さ
れ
現
存
数
が
少
な
い
、

１
９
６
２
・
６
３
年
製
の
高
さ
約
40
㎝
の「
ソ

ニ
ッ
ク
ト
レ
イ
ン
ロ
ボ
ッ
ト
」
な
ど
計
３
体

も
展
示
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
ア

ト
ム
」
や
「
鉄
人
28
号
」、「
エ
イ
ト
マ
ン
」

な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
玩
具
も
紹
介
し
ま
す
。

是
非
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

お
も
ち
ゃ
と
模
型
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
展

の
紹
介
を
書
く
に
あ
た
り
左
記
の
文
献
を
引

用
・
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記

し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

参
考
文
献

１
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
福
島
県
立
美
術
館

　
　
（『
お
も
ち
ゃ
と
模
型
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
展
』

　
　

図
録　

２
０
０
７
年
）

２
櫻
田
純
（『
面
白
す
ぎ
る
「
お
も
ち
ゃ
」
研
究
序

　
　

説
』）
２
０
０
９
年
９
月

⑥犬のコックさん　1963年　トミー
　170×150×230㎜
　おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵　　

⑤チャンピオンレーサー38・チャンピオンレーサー見本品　
　（1968年・1963年）　増田屋　約180×450×150㎜
　おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵　　

鯉幟とフラフ。左上と右下が紙製の鯉幟。
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の
上
で
蹴
る
た
め
平
坦
に
な
っ
て
い
ま
す
。

裏
面
の
文
様
は
、
渦
巻
き
状
を
呈
す
る
も
の

と
、
一
線
を
い
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
色

調
は
、
濃
い
緑
色
の
ガ

ラ
ス
色
と
淡
い
青
色
が

あ
り
ま
す
。
法
量
は
表

の
と
お
り
で
、
重
さ
は

約
14
～
19
ｇ
あ
り
ま

す
。
長
径
は
約
39
～
41

㎜
、
短
径
は
約
35
・
5

～
38
㎜
、
厚
さ
は
約
7

～
8
・
5
㎜
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
一
群
の
発
掘

さ
れ
た
玩
具
は
、
ほ
ぼ

　

京
都
帝
國
大
學
名
誉
教
授
で
あ
っ
た
濱
田

耕
作
博
士
（
１
８
８
１
～
１
９
３
８
年
）
は
、

『
通
論
考
古
学
』（
１
９
２
２
年
）の
中
で「
考

古
学
は
過
去
人
類
の
物
質
的
遺
物
（
に
拠
り

人
類
の
過
去
）
を
研
究
す
る
の
学
な
り
」
と

定
義
し
て
い
ま
す
。
考
古
学
は
一
般
的
に
文

献
が
存
在
し
な
い
時
代
を
対
象
と
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
「
近
・

現
代
考
古
学
」（『
季
刊
考
古
学
』
第
72
号
、

２
０
０
０
年
）
と
い
う
特
集
が
編
ま
れ
る
よ

う
に
近
・
現
代
遺
跡
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

平
成
19
年
に
玩
具
屋
倉
庫
跡
か
ら
発
掘
さ

れ
た
玩
具
に
つ
い
て
『
岡
豊
風
日
』
第
62
号

（
平
成
19
年
12
月
）
で
少
し
触
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
玩
具
が
採
集
さ
れ
た
の

は
、
今
か
ら
12
～
15
年
く
ら
い
前
の
こ
と
で

す
。
出
土
地
は
、
高
知
市
旭
町
一
丁
目
19
に

あ
っ
た
正
木
玩
具
店
裏
の
撤
去
さ
れ
た
倉
庫

跡
で
す
。
一
部
玩
具
が
表
土
面
に
頭
を
出
し

て
い
た
の
を
髙
橋
俊
和
さ
ん
が
発
見
さ
れ
た

の
で
す
。

　

出
土
玩
具
は
、
赤
色
セ
ル
ロ
イ
ド
製
の
服

を
着
た
子
ど
も
の
人
形
１
体
、
セ
ル
ロ
イ
ド

製
の
白
鳥
4
点
（
①
長
さ
７
・
９
㎝
、
高
さ

5
・
4
㎝
、
②
長
さ
6
・
9
㎝
、
高
さ
4
・

8
㎝
、
③
長
さ
7
・
8
㎝
、
高
さ
5
・
3
㎝
、

④
長
さ
5
・
9
㎝
、
高
さ
4
・
3
㎝
）、
色

調
は
白
色
を
基
本
と
し
、
く
ち
ば
し
と
足
を

赤
色
、
羽
の
一
部
を
淡
青
色
な
ど
の
塗
料
で

着
色
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
ガ
ラ
ス
製
の

石
蹴け

り
玉
５
点
で
す
。
セ
ル
ロ
イ
ド
玩
具
に

は
、
一
部
発
掘
さ
れ
た
地
点
の
土
が
付
着
し

て
い
ま
す
。
人
形
は
高
さ
が
13
・
2
㎝
で
、

ス
カ
ー
ト
の
最
大
幅
6
㎝
、
手
を
広
げ
た
大

き
さ
は
10
・
4
㎝
で
す
。
腕
は
体
部
の
左
右

に
孔
を
開
け
白
の
ゴ
ム
紐
で
腕
を
繋
ぎ
回
転

で
き
る
作
り
に
な
っ
て
い
ま
す
（
現
在
は
黒

の
ゴ
ム
紐
に
交
換
）。
顔
面
と
服
の
一
部
を

白
色
系
の
色
で
着
色
し
、
目
を
黒
く
塗
り
、

眉
と
ま
つ
げ
は
桃
色
な
ど
塗
料
な
ど
で
着
色

し
て
い
ま
す
。
腕
は
、
別
製
作
な
の
か
表
面

や
色
調
が
や
や
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

石
蹴
り
玉
は
、
ガ
ラ
ス
製
で
石
蹴
り
に
用

い
ら
れ
た
玩
具
で
す
。
石
蹴
り
の
ガ
ラ
ス
表

面
に
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
ン
の
「
グ
ー
」「
チ
ョ

キ
」「
パ
ー
」
の
手
の
形
を
型
押
し
、
さ
ら

に
カ
タ
カ
ナ
で
文
字
が
型
押
し
さ
れ
て
い
ま

す
。
表
面
は
型
押
し
さ
れ
た
た
め
、
端
部
の

片
面
が
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。
裏
面
は
土

同
一
の
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
白

鳥
に｢

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
・

ジ
ャ
パ
ン｣

（
Ｍ
Ａ
Ｄ
Ｅ　

Ｉ
Ｎ　

Ｏ
Ｃ
Ｃ

Ｕ
Ｐ
Ｉ
Ｅ
Ｄ　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
、〈
占
領
下
の

日
本
製
〉）
と
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

１
９
４
７
～
１
９
５
２
年
く
ら
い
の
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
戦
後
、
間
も
な
い
頃
の
玩

具
が
、
静
か
に
倉
庫
に
眠
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
代
史
を
掘
る 

　
近
・
現
代
考
古
学

－

玩
具
屋
跡

－

岡
本　

桂
典

石蹴り玉計測表

白鳥下部に刻された英文

白鳥（髙橋俊和氏所蔵）

0 3㎝

研究
ノート

重さ(ｇ) 長径(㎜) 短径(㎜) 厚さ(㎜)

石蹴り パー① 18.71 41.1 36.9 8.4

石蹴り パー② 14.83 39.9 36.7 7.2

石蹴り パー③ 17.18 39.2 36.9 8.5

石蹴り グー 17.68 39.7 35.5 7.7

石蹴り チョキ 18.59 39.4 38.4 7.3

石蹴り玉パー（髙橋俊和氏所蔵）
（西田由紀原図）
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

南み
な

方か
た

熊く
ま

楠ぐ
す

顕
彰
館
に
て

考
古

歴
史

民
俗

　
『
岡
豊
風
日
』
第
74
号
の
「
学
芸
員
の
机
」
で
は
、
岡
豊

城
跡
か
ら
鬼
瓦
が
出
土
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

て
お
き
ま
し
た
。
但
し
、
残
念
な
が
ら
実
物
は
確
認
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
時
に
古
墳
か
ら
出
土
し
た
と
思
わ
れ

る
土
器
な
ど
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
資
料
は
、
現
在
の
南
国
市
を
流
れ
る
領り

ょ
う

石せ
き

川
右
岸
沿

い
に
位
置
す
る
領
石
の
地
区
で
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

領
石
に
当
時
収
集
家
が
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
因
み

に
領
石
で
は
明
治
時
代
に
英
国
人
ゴ
ー
ラ
ン
ド
に
よ
り
３
基

古
墳
が
発
見
さ
れ
、
１
８
９
７
年
帰
国
後
に
報
告
し
て
い
ま

す
。
領
石
の
ど
こ
か
に
出
土
資
料
が
残
っ
て
い
れ
ば
貴
重
な

資
料
と
な
る
の
で
す
が
…
。
土
器
は
記
述
と
ス
ケ
ッ
チ
に
よ

り
須す

恵え

器き

で
あ
る
こ
と
は
、
推
定
で
き
ま
す
。
土
器
の
文
様

は
、
波
状
文
と
格
子
目
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
底
部
に
つ
い
て

は
、「
イ
ト
シ
リ
ナ
シ
…
」
と
あ
り
、
底
部
の
形
状
が
丸
い

こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
土
器
の
特
色
に
つ

い
て
も
「
土
焼
ニ
シ
テ
青
色
ナ
リ
質
石
ノ
如
シ
」
と
し
青
く

堅
い
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
古
墳
か
ら
馬
具
が

出
土
し
て
い
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。「
異
形
ノ
神

代
釰
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
出
土
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
り
か
な
り
の
古
墳
が
盗
掘
や

開
発
で
破
壊
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
推
測
で
き
ま

す
。
こ
の
須
恵
器
は
岡

豊
山
か
ら
出
土
し
た
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
（
岡
本
）

　

和
歌
山
県
田
辺
市
に
、
博
物
学
者
と
し
て
名
高
い
南
方
熊

楠
の
旧
邸
が
今
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
そ
の
敷
地
の
一
角
に

建
つ
顕
彰
館
か
ら
出
講
の
依
頼
を
受
け
た
の
が
本
年
２
月
の

こ
と
で
し
た
。

　

熊
楠
と
、
土
佐
の
郷
土
史
家
・
寺
石
正
路
の
交
流
に
つ
い

て
は
、
当
館
『
研
究
紀
要
』
第
６
・
８
号
に
お
け
る
拙
稿
や
、

企
画
展
「
寺
石
正
路
の
足
跡
」
な
ど
で
何
度
か
ご
紹
介
し
て

い
ま
す
。
１
９
１
５
年
に
正
路
が
『
食
人
風
俗
志
』
を
献
本

し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
２
人
の
交
流
は
、
１
９
３
０
年
頃

ま
で
続
き
、
そ
の
間
に
熊
楠
か
ら
正
路
に
送
ら
れ
た
書
簡
11

通
、
葉
書
18
通
は
現
在
当
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
正
路
が
熊
楠
に
送
っ
た
書
簡
類
や
、
柳
田
国
男
と
の
論

争
の
た
め
、
熊
楠
か
ら
依
頼
さ
れ
て
送
付
し
た
種
々
の
資
料

に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
謎
の
部
分
も

多
か
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
の
訪
問
で
、
正
路
が
送
っ
た
大
半
の
書
簡

と
資
料
、
そ
し
て
寄
贈
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
ま
た
、
献
本
さ

れ
た
本
の
多
く
が
痛
み
も

少
な
く
、
ま
る
で
昨
日
送

ら
れ
て
き
た
か
の
よ
う
な

状
態
の
も
の
が
あ
っ
た
の

に
は
驚
嘆
し
ま
し
た
。

　

東
京
大
学
予
備
門
の
同

級
生
だ
っ
た
２
人
。
ま
だ

ま
だ
研
究
す
る
余
地
が
あ

り
そ
う
で
す
。　
（
野
本
）

　

昨
年
の
11
月
、
佐
川
町
に
伝
わ
る
太
刀
踊
り
（
四
ツ
白
仁

井
田
神
社
）
と
花
取
り
踊
り
（
斗
賀
野
白
倉
神
社
）
を
見
学

し
ま
し
た
。
ふ
た
つ
の
踊
り
は
同
じ
系
統
の
芸
能
な
の
で
す

が
、
衣
裳
や
被
り
物
が
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
な
ぜ
同
じ

町
内
な
の
に
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
？

  

特
に
史
料
も
無
い
た
め
真
相
は
闇
の
中
で
す
が
、
周
辺
に

目
を
向
け
る
と
、
四
ツ
白
に
似
た
太
刀
踊
り
は
、
日
高
村
や

土
佐
市
蓮
池
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
斗
賀
野
の
衣
裳

は
須
崎
市
や
津
野
町
の
花
取
り
踊
り
に
似
て
い
ま
す
。
ど
う

や
ら
、
佐
川
町
域
は
両
方
の
タ
イ
プ
が
重
な
る
地
域
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
か
つ
て
は
佐
川
町
の
中
心
部
に
も
花
取
り
踊
り

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
残
念
な
が
ら
今
で
は
そ
の
踊
り
は
無

く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
流
れ
を
汲
む
踊
り
が
仁
淀
川
町

に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
出
で
立
ち
は
、
ま
さ
に
須
崎
・

津
野
系
統
。
佐
川
町
の
複
雑
な
文
化
の
流
れ
が
わ
か
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）

岡お
こ

豊う

山
の
遺
跡

　
　
⑧
岡
豊
山
古
墳
の
発
見

佐
川
町
の

　
　
太
刀
踊
り
と
花
取
り
踊
り

花取り踊り（斗賀野白倉神社）

太刀踊り（四ツ白仁井田神社）

南方熊楠顕彰館蔵

岡豊城跡出土の壺図
（『高知県史』考古資料編 1973 年より）
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平
成
23
年
２
月
１
日
（
火
）
～
２
日
（
水
）
２
日
間
の
日
程
で
東
京
都
千
代
田
区
一
ッ
橋
国
立

大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
学
術
総
合
セ
ン
タ
ー
を
会
場
に
美
術
館
等
運
営
研
究
協
議
会
が
文
化

庁
主
催
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
北
は
青
森
県
か
ら
南
は
沖
縄
県
ま
で
１
５
４
名
の
参
加
者
が
あ
り

ま
し
た
。
初
日
は
、
講
演
・
事
例
発
表
の
ス
タ
イ
ル
で
文
化
庁
よ
り
行
政
説
明
お
よ
び
４
つ
の
美

術
館
・
博
物
館
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
発
表
。
質
疑
応
答
、
情
報
交
換
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
２

日
目
は
、
研
究
協
議
（
３
分
科
会
）「
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
の
人
材
育
成
に
つ
い
て
」「
地
域
社
会
と
の

連
携
方
策
に
つ
い
て
」「
学
校
教
育
と
の
連
携
方
策
に
つ
い
て
」（
ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
方
式
）
テ
ー

マ
ご
と
に
分
か
れ
、
意
見
交
換
・
討
議
を
行
な
い
ま
し
た
。
参
加
者
の
顔
ぶ
れ
も
多
彩
で
美
術
館
・

博
物
館
館
長
、
副
館
長
、
学
芸
員
、
広
報
担
当
、
事
務
局
、
指
導
主
事
、
大
学
教
授
、
教
育
委
員

会
担
当
者
等
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
博
物
館
は
、
①
専
門
的
な
調
査
研
究
の
場
、
②
資
料

の
収
集
・
保
管
が
中
心
、③
貸
し
館
と
し
て
の
展
示
会
場
。
プ
ラ
ス
今
後
の
博
物
館
像
と
し
て
観
光
・

地
域
振
興
の
拠
点
等
、地
域
に
開
か
れ
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。　
（
寺
川
）

　

昭
和
39
年
頃
、
高
知
市
東
久く

万ま

西
山
で
埋
め
ら
れ
た
銭
貨
が
約
７
万
枚
土
取
作
業
中
に
発
見
さ

れ
ま
し
た
。
発
見
者
は
高
知
新
聞
社
の
記
者
さ
ん
。
考
古
学
者
に

す
ぐ
に
連
絡
を
つ
け
、
ジ●

ー●

プ●

で
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
く
ず
鉄
屋

に
向
か
っ
て
い
る
リ
ヤ
カ
ー
を
発
見
、
そ
の
荷
台
に
は
軽
ト
ラ
ツ

ク
１
台
分
の
銭
貨
が
積
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
銭
貨
は
貴
重

な
埋
蔵
文
化
財
。
高
知
県
は
早
速
昭
和
40
年
３
月
19
日
に
購
入
、

保
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
購
入
金
額
は
８
万
円
で
す
。

　

現
在
再
調
査
で
、
約
１
万
枚
の
銭
貨
を
分
類
し
ま
し
た
。
銭
貨

は
、
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
15
世
紀
に
埋
め
ら
れ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
つ
一
つ
、
錆さ

び

取
り
を
し
て
い
ま
す
が
、
銭

貨
の
文
字
が
判
読
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
発
見
当
時
銭
貨

は
、
常と

こ

滑な
め

の
甕
に
納
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。　
　
　
（
岡
本
）

　

天
然
写
真
家
・
前
田
博
史
氏
の
今
年
の
テ
ー
マ
は
「
海
」
で
し
た
。

し
か
し
直
前
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
り
、
多
く

の
方
々
が
犠
牲
に
な
ら
れ
た
こ
と
に
心
を
痛
め
て
、
中
止
し
よ
う

か
…
と
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
こ
の
時
期
だ
か
ら

こ
そ
自
然
の
優
し
さ
・
荒
々
し
さ
を
あ
り
の
ま
ま
に
と
ら
え
た
前

田
氏
の
作
品
を
見
て
い
た
だ
き
、
お
客
様
に
人
と
自
然
の
つ
な
が

り
を
考
え
て
い
た
だ
こ
う
と
開
催
し
ま
し
た
。

　

観
覧
に
訪
れ
た
お
客
様
方
か
ら
は
、
こ
の
時
期
に
こ
の
テ
ー
マ

で
の
開
催
を
非
常
に
好
意
的
に
取
ら
れ
た
感
想
を
多
く
い
た
だ
き

ま
し
た
。「
自
然
と
人
と
の
繋
が
り
を
深
く
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
、
本
当
に
感
動
し
ま
し
た
」「
今
回
の
荒
々
し
い
海
だ
け
で
な
く
、
や
さ
し
い
海
の
表
情
を
思

い
出
し
、
海
へ
の
恐
怖
が
消
え
ま
し
た
」
等
々
の
い
ろ
い
ろ
な
感
想
を
い
た
だ
き
、
前
田
氏
も
開

催
し
て
良
か
っ
た
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

尚
、
会
場
に
は
義
援
金
の
募
金
箱
を
置
き
、
皆
様
の
善
意
と
元
気
を
被
災
地
の
方
々
に
送
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
猪
野
）

れきみんニュース

収
蔵
資
料
の
調
査

　

高
知
市
東
久
万
出
土
の
銭
貨
約
７
万
枚
の
再
調
査
と
整
理

前
田
博
史
写
真
展
「
心
海
」
開
催
！

平
成
23
年
度 

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
結
果
報
告

平
成
22
年
度
美
術
館
等
運
営
研
究
協
議
会
開
か
れ
る

東久万西山出土の銭貨（発見時）

「心海」展示風景

　

今
年
も
岡
豊
山
春
の
恒
例
企
画
「
第
６
回 

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ

ス
ト
」
が
開
催
さ
れ
、
31
点
の
応
募
が
有
り
ま
し
た
。
年
々
写
真
の
作

品
レ
ベ
ル
が
上
が
り
、
初
回
よ
り
審
査
委
員
長
を
お
願
い
し
て
い
る
、

天
然
写
真
家
・
前
田
博
史
氏
も
「
毎
回
選
考
に
悩
み
ま
す
。」
と
言
わ

れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
内
で
今
回
は
最
優
秀
賞
の
門
田
勝
一
さ
ん
の

「
歴
史
民
俗
資
料
館
の
朝
」
と
入
賞
者

の
方
々
を
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

応
募
全
作
品
は
、
当
館
１
階
の
フ

リ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
て
、
６
月
26
日
ま
で

展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
に

な
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

次
号
の
『
岡
豊
風
日
』
で
は
、
優

秀
作
品
２
点
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

来
年
も
皆
様
の
作
品
の
応
募
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。（
猪
野
）

最優秀賞「歴史民俗資料館の朝」撮影：門田勝一さん

入賞者の皆さん（くろしお君も応援に来ました｡）
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◦予約は不要です。

◦電話等で要予約(先着30名）

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
75
号

平
成
23
年
６
月
１
日

編
集
・
発
行　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

〒
783

－

0044　

南
国
市
岡
豊
町
八
幡
１
０
９
９

－

１

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
８
８(

８
６
２)

２
２
１
１

　
　
　
　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
８
８(

８
６
２)

２
１
１
０

開
館
時
間　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

休
館
日　

年
末
年
始
12
月
27
日
～
１
月
１
日　

　
　
　
　
　

臨
時
休
館
あ
り

観
覧
料　

通
常
期[

常
設
展]

大
人(

18
才
以
上)

　
　
　
　
　

450
円
・
団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　
〔
企
画
展
〕常
設
展
示
込
500
円
・
団
体

　
　
　
　
　

(

20
人
以
上)

400
円

無　

料
：
高
校
生
以
下
、
高
知
県
及
び
高
知
市
長

寿
手
帳
所
持
者
、
療
育
手
帳･

身
体
障

害
者
手
帳･

障
害
者
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

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

３階総合展示室の臨時閉室について
　３階総合展示室は企画展・常設展示資料撤去及び特
別展展示作業のため下記の期間閉室します。
　なお２階「長宗我部展示室」と１階「高知県の民
俗」は見学できます。

◦６月２７日（月）～７月７日（木）
◦９月１日（木）～９月９日（金）
（9/1～9/9は長宗我部展示室のみ見学可）

　　おもちゃと模型の
　　　　　ワンダーランド展

　「おもちゃ」はその時代の科学や技術
とともにライフスタイル、ファッション、流
行なども反映しています。「おもちゃ」に
は時代の記憶があり、当時の生活や時
代の特徴を表現しているといえます。
　今回の展示は、玩具メーカーの㈱バ
ンダイが所蔵するロンドン・トイ＆モデル
ミュージアムがかつて所有していたコレ
クションとさらに旧日本玩具資料館など
が所蔵していたおもちゃを展観します。

展示室トーク

ワクワクワーク

特別展

７月９日（土）13:00～14:00
８月６日（土）13:00～14:00
担当学芸員による特別展の展示解説
※上記の催しは全て観覧料が必要です

特別展　おもちゃと模型のワンダーランド展

主催／㈶高知県文化財団･高知県立歴史民俗資料館･NHK高知放送局･NHKプラネット四国
特別協力／バンダイ　制作協力／NHKプロモーション
後援／高知県教育委員会･高知新聞社･RKC高知放送局･KUTVテレビ高知･KSSさんさんテレビ･エフエム高知

◦８月6日(土）10:00～12:00
　七夕飾り
◦8月13日(土）10:00～12:00 ※参加費840円(予定)
　琥珀(こはく)で勾玉を作ろう
◦8月20日(土）10:00～12:00 ※参加費要
　ポンポン船等で遊ぼう
◦8月27日(土）10:00～12:00
　水鉄砲を作ろう

7月3日(日)　
国府地区  9:00 ～ 12:00
定員30名

（電話等で要申込、先着順）
参加費300円（資料代）

土佐のまほろば
カルチャーウォーキング

平成23年 ７月～９月の催し

来年、冬の特別巡回展

平成23年9月10日(土)～12月18日(日)

平成24年1月2日(月)～2月14日(火)
まで開催、奈良県四条古墳の埴輪など
各地の新発見考古資料がみられます。

民俗写真家・田辺 寿男氏から寄贈された約
50,000点の写真資料の中から、土佐の暮ら
しがいきいきと記録された写真をピックアッ
プして展示します。

2011年 秋の企画展

｢発掘された
　 日本列島2011」

｢土佐を撮る 
田辺寿男の民俗写真３｣

ダンシング･モンキー　1962年
おもちゃのまちバンダイミュージアム蔵

７月８日は開会式のため午前10時にオープン

秋のもうひとつの写真展

主催：東京写真月間２０１１実行委員会
　　（日本写真協会、東京都写真美術館）
後援：外務省、文化庁、東京都、インドネシア大使館
詳しくは「東京写真月間２０１１」を検索して下さい。

※「土佐を撮るー田辺寿男の民俗写真３―」
の開催に併せて「東京写真月間２０１１」実
行委員会の開催した写真の日記念：公募に
よる写真展２０１１の入賞作品巡回展を中
四国では初めて高知で開催します。

期間：平成23年10月９日(日)～10月23日(日)
会場：当館２階多目的ホール(当館観覧料が必要です｡)

土偶　縄文時代草創期　相谷熊原遺跡
(滋賀県教育委員会蔵　高さ31㎜)

撮影中の田辺寿男氏
武吉孝夫氏撮影

平成23年７月８日(金)～８月31日(水）


