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資
料
見
聞

農
具
類

  

夏
の
企
画
展
「
小
さ
い
も
の
見
〜
つ
け

た
！　

―
海
洋
堂
の
ニ
ッ
ポ
ン
・
ミ
ニ
チ
ュ

ア
カ
タ
ロ
グ
―
」
で
展
示
す
る
農
具
類
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
で
す
。
縦
１
３
０
セ
ン
チ
、
横
83

セ
ン
チ
の
枠
の
中
に
何
と
２
８
０
点
も
の
道

具
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

  

上
の
方
か
ら
、
鍬く

わ

、
鋸

の
こ
ぎ
り

、
鎌か

ま

、
植う

え

木き

鋏ば
さ
み

、

備び
っ

中ち
ゅ
う

鍬
、
土
な
ら
し
、
田
植
定
規
（
筋
引
き
）、

背し
ょ

負い

子こ

、
米べ

い

選せ
ん

機き

、
水
車
、
犂す

き

、
蓑み

の

、
箕み

、

桟さ
ん

俵だ
わ
ら

な
ど
が
び
っ
し
り
並
ん
で
い
ま
す
。
案か

山か

子し

や
鳴
子
の
上
に
は
雀
が
止
ま
っ
て
い
る

お
遊
び
も
。
右
下
の
桟
俵
は
完
成
に
１
年
か

か
っ
た
と
い
う
労
作
で
す
。
中
央
の
枠
内
は
、

茅か
や

葺ぶ

き
職
人
の
道
具
で
、
数
少
な
く
な
っ
た

職
人
を
探
し
求
め
、
再
現
し
て
も
ら
っ
た
も

の
だ
そ
う
で
す
。

  

ひ
と
つ
の
枠
の
中
に
た
く
さ
ん
の
道
具
が

並
べ
ら
れ
て
い
る
様
は
ま
さ
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア

に
よ
る
カ
タ
ロ
グ
で
す
。
今
回
の
企
画
展
の

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
こ
の
印
象
か
ら
付
け
ま
し

た
。

  

見
事
な
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
ど
の
地
域
の
民
具
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る

か
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
民
具
の
形
や
種
類
は

地
方
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
こ
の
作
品
は

一
般
的
な
農
具
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
し
た
も
の

と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。　
（
梅
野
）

農具類　昭和57年（1982）
縦130㎝、横83㎝の額の中に、280点におよぶ農具のミニチュアが飾られている。
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日
本
文
化
に
お
け
る
小
さ
い
物
の
伝
統

  

よ
く
日
本
人
は
手
先
が
器
用
で
小
さ
い
物

作
り
に
長た

け
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
事

の
真
偽
は
と
も
か
く
と
し
て
、
日
本
文
化
の

中
に
小
さ
い
物
の
伝
統
が
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
今
回
は
展
示

梅
野
光
興

企
画
展

 
小
さ
い
も
の
見
〜
つ
け
た
！

  

― 
海
洋
堂
の
ニ
ッ
ポ
ン
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
カ
タ
ロ
グ 

―

平
成
27
年
7
月
17
日（
金
）～
９
月
６
日（
日
）

し
ま
せ
ん
が
、

キ
セ
ル
な
ど
を

帯
に
は
さ
む
た

め
に
作
ら
れ
た

根ね

付つ
け

や
、
雛
飾

り
の
調
度
品
の

精
巧
さ
に
は
感

心
す
る
ば
か
り

で
す
。

  

一
方
、
そ
の

よ
う
な
芸
術
的

な
物
ば
か
り
で

な
く
、
信
仰
の

領
域
で
も
ミ
ニ

チ
ュ
ア
は
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
当
館
の
通
常

展
示
室
で
も
、
古
墳
時
代
の
祭
祀
に
用
い
ら

れ
た
手て

捏づ
く

ね
土
器
や
、
田
植
え
前
後
に
畦あ

ぜ

に

祭
る
オ
サ
バ
イ
様
に
供
え
る
農
具
の
模
型
な

ど
そ
こ
こ
こ
に
小
さ
い
物
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
神
仏
へ
の
供
え
物
は
小
さ
く
て
も

十
分
用
を
な
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。
社
寺
や
祠
に
祀
ら
れ
た
神
仏
の
像

に
も
、
も
ち
ろ
ん
大
き
な
物
も
あ
り
ま
す
が
、

可
愛
ら
し
い
小
さ
な
物
も
多
い
の
で
す
。

今い
ま

清し
み

水ず

英え
い

一い
ち

さ
ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

  

今
回
、
展
示
す
る
の
は
映
画
俳
優
の
今
清

水
英
一
さ
ん
が
そ
の
生
涯
を
か
け
て
集
め

た
物
で
す
。
今
清
水

さ
ん
は
大
正
13
年

（
１
９
２
４
）、
東
京

の
下
町
に
生
ま
れ
、

幼
い
頃
か
ら
近
所
の

職
人
の
仕
事
ぶ
り
や
、

き
ら
び
や
か
な
神み

輿こ
し

の
出
る
江
戸
の
伝
統

的
な
祭
り
を
見
て
育

ち
ま
し
た
。

　

時
代
が
変
わ
り
、

日
本
の
古
い
文
化
が

消
え
て
い
く
こ
と
に

危
機
意
識
を
持
っ
た

今
清
水
さ
ん
は
、
伝

統
文
化
の
ミ
ニ
チ
ュ

ア
を
集
め
始
め
ま
す
。

職
人
の
道
具
や
農
具
、

神
輿
や
山だ

車し

、
民
家

や
店
先
の
風
景
、
和

船
や
大
八
車
、
今
清

水
さ
ん
の
収
集
対
象

は
広
範
囲
に
拡
が
り

ま
し
た
。
既
に
あ
る

物
を
買
う
だ
け
で
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
職
人
に

頼
ん
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
物
も
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
出
来
上
が
り
が
気
に
入
ら
な
け
れ

ば
何
度
も
作
り
直
さ
せ
る
凝こ

り
よ
う
で
し
た
。

そ
の
結
果
、
二
万
点
に
お
よ
ぶ
日
本
文
化
の

ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
集
ま
り
ま
し
た
。
今
で
は
現

物
が
失
わ
れ
た
物
も
多
く
、
貴
重
な
コ
レ
ク

八百清　平成９年（1997）　コレクションの中に、雑貨屋、魚屋、花屋、呉服屋など昭和初期の商店の店先を再現したシ
リーズがある。いずれも松浦義光さんの作。写真の八百屋も、店頭の果物・野菜のひとつひとつがリアルに作られている。

江戸型神輿　昭和59年（1984）　このミニチュアは、浅草通りの老
舗の神具屋である南部屋五郎右衛門の製作。本物の神輿も製作して
いる職人たちが本物以上の手間暇をかけて作り上げた逸品である。
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シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
清

水
さ
ん
の
没
後
、
日
本
有
数
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア

メ
ー
カ
ー
で
あ
る
海
洋
堂
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

と
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
展
示
は
、
そ
の
一

部
を
ご
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
世
界
に
圧
倒
！

  

今
清
水
さ
ん
が
50
年
の
歳
月
を
か
け
て

集
め
た
ミ
ニ
チ
ュ
ア

は
、
そ
の
精
巧
さ
や
量

の
多
さ
で
圧
倒
さ
れ
ま

す
。
４
月
か
ら
こ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
し

た
兵
庫
県
立
歴
史
博
物

館
の
香
川
雅
信
さ
ん
は
、

ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
金
閣
寺

に
本
物
以
上
の
完
璧
さ

を
感
じ
る
と
い
う
三
島

由
紀
夫
の
小
説
「
金
閣

寺
」
の
一
節
や
文
化
人

類
学
者
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
の
言
葉
を
使
い

な
が
ら
、
小
さ
い
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
方
が
、
全
体

性
を
把
握
す
る
に
は
適

し
て
い
る
と
指
摘
、「
ミ

ニ
チ
ュ
ア
の
収
集
と
は
、

全
体
性
を
志
向
す
る
究

極
の
遊
び
で
あ
り
、
神

の
世
界
創
造
の
仕
事
に

も
近
い
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

  

ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
見
る
楽
し
み
や
興
奮
は
世

界
の
縮
図
を
見
る
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の
で

す
。
そ
れ
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
世
界
を
自

分
の
物
に
す
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

実
は
、
博
物
館
も
ま
っ
た
く
同
じ
性
質
を

持
っ
て
い
ま
す
。
現
実
世
界
で
は
わ
か
り
に

く
い
世
界
の
成
り
立
ち
を
、
自
然
界
の
生
物

や
人
間
の
生
み
出
し
た
物
を
集
め
、
分
類
し

て
配
置
し
全
体
像
を
指
し
示
す
の
が
博
物
館

と
い
う
装
置
の
基
本
な
の
で
す
。

  

物
を
集
め
る
に
は
堅
い
意
思
と
地
道
な
努

力
が
必
要
で
す
。
今
清
水
さ
ん
も
一
つ
の
こ

と
に
的
を
絞
っ
て
、
最
後
ま
で
や
り
抜
く
こ

と
の
大
切
さ
を
訴
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
博

物
館
も
特
定
の
テ
ー
マ
で
た
く
さ
ん
の
資
料

を
集
め
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
作
る
こ
と
は
同

じ
で
す
。
今
清
水
さ
ん
の
執
念
ま
で
は
無
理

で
も
、
見
習
い
た
い
も
の
で
す
。

海
洋
堂
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア

  

今
清
水
さ
ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
継

い
だ
海
洋
堂
も
、
小
さ
い
物
を
作
り
続
け
て

い
ま
す
。
昭
和
39
年
（
１
９
６
４
）
に
模
型

店
と
し
て
出
発
し
た
海
洋
堂
は
、
平
成
11
年

（
１
９
９
９
）
に
手
が
け
た
菓
子
の

オ
マ
ケ
（
食
玩
）
の
動
物
フ
ィ
ギ
ュ

ア
が
ヒ
ッ
ト
し
た
こ
と
か
ら
、
日
本

を
代
表
す
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
メ
ー
カ
ー

に
な
り
ま
し
た
。
特
撮
や
ア
ニ
メ
や

美
少
女
か
ら
、
博
物
館
の
所
蔵
品
、

今
清
水
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
通
じ
る
懐

か
し
い
暮
ら
し
の
道
具
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
生
み
出
し
て

い
ま
す
。
２
階
ロ
ビ
ー
に
は
、
海
洋

堂
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
紹
介
す
る
コ
ー

ナ
ー
や
、
カ
プ
セ
ル
ト
イ
（
ガ
チ
ャ

ポ
ン
）
の
販
売
コ
ー
ナ
ー
も
設
け
ま

す
。

　

企
画
展
期
間
中
に
、
取
締
役
社
長

の
宮
脇
修
一
さ
ん
や
造
形
師
の
松
村

し
の
ぶ
さ
ん
の
講
演
会
、
海
洋
堂
の

フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
使
っ
て
ミ
ニ
ジ
オ
ラ

マ
を
作
る
教
室
も
開
き
ま
す
。

　

過
去
か
ら
現
代
ま
で
の
ミ
ニ
チ
ュ

ア
・
ワ
ー
ル
ド
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

面とノミ　昭和60年（1985）　能面のミニチュアが55点並ぶ。女面と山姥面は実物大。面を彫
　　　　　　　るノミなどの道具が下段にズラリ並んでいる。

郷愁　昭和63年（1988）　農家の生活風景を再現したジオラマ。
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吉村淑甫先生　　  1997年（撮影：中村淳子)

仮面の神々ポスター　吉村先生が
デザインを行ない、モノクロの物部
の仮面に金色と赤い文字を組み合
わせた。1992年。

鯨海酔侯　山内容堂
先生には土佐の歴史上
の人物に関する著作も
多い。他に『龍馬の影
を生きた男　近藤長次
郎』も。1991年、新潮
社刊。

トビシャゴの村にて　
「トビシャゴの村にて―
現代少年漂流譚」「飛
んできた種子―或る移
住と開拓の物語」など
７編を収録。1975年、
椎野書房刊。

たなばたてんにょ　
物部・いざなぎ流の七夕
祭文をもとに赤坂三好さ
んの画で絵本化。1978
年、小峰書店刊。

岸豆　出身地である香美市香北町の少年時代
の思い出を小説風に綴ったもの。当時の暮らし
や文化が生き生きとよみがえる。カバーや題字
も先生による。2007年、風日舎刊。

鏡川原ヲ歩ミテ笛ヲ聞ク　
表題は壬生水石の詩書から。カバーは香南市
徳王子若一王子宮の明治19年の浦戸湾絵馬。
1998年、和田書房刊。

土佐の神ごと　
高知県の信仰関係の文章をまとめた１冊。カバーは佐賀町の土葬墓の
日覆いの三途の川を渡る舟の絵（田辺寿男氏撮影）。1989年、高知市
民図書館刊。

　

初
代
館
長
で
あ
っ
た
吉
村
淑
甫
先
生
が
本

年
５
月
４
日
に
黄
泉
の
国
に
旅
立
た
れ
た
。

94
歳
で
あ
っ
た
。
吉
村
先
生
は
、
大
正
９
年

９
月
30
日
に
香
美
郡
在
所
村
（
現
・
香
美
市

香
北
町
）
に
生
ま
れ
、
永
野
高
等
小
学
校
を

卒
業
、
高
知
新
聞
社
を
経
て
昭
和
31
年
に
高

知
市
史
編
纂
所
に
入
り
編
纂
委
員
を
務
め
ら

れ
、
そ
の
後
高
知
市
文
化
振
興
事
業
団
、
そ

し
て
平
成
３
年
４
月
に
高
知
県
立
歴
史
民
俗

資
料
館
長
に
就
任
さ
れ
、
平
成
10
年
度
ま
で

勤
め
た
。
か
つ
て
文
芸
評
論
家
の
保や

す

田だ

與よ

重じ
ゅ
う

郎ろ
う

や
版
画
家
の
棟む

な

方か
た

志し

功こ
う

ら
と
交
流
し
た
。

そ
し
て
民
俗
学
や
歴
史
学
を
学
び
、
驚
く
ほ

歴
史
民
俗
学
者

吉
村
淑よ

し

甫ほ

初
代
館
長
と

　
　
歴
史
民
俗
資
料
館

ど
広
い
視
野
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ

は
、
先
生
の
著
書
の
至
る
所
に
現
れ
て
い

る
。
私
が
吉
村
先
生
の
名
前
を
聞
い
た
の

は
、
高
校
生
の
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
。
そ
の
後
、
学
生
時
代
、
葬
送
儀
礼

に
興
味
を
も
ち
、
昭
和
56
年
に
先
生
の
推

薦
で
日
本
民
俗
学
会
に
入
会
、
雑
誌
『
日

本
民
俗
学
』
で
多
く
を
学
び
、
館
で
は
直

接
多
く
の
指
導
を
う
け
た
。
現
在
、
在
籍

し
て
い
る
学
芸
員
は
厳
し
く
指
導
さ
れ
た

記
憶
を
も
つ
。
さ
ら
に
先
生
の
幅
広
い
人

脈
と
知
識
で
館
の
運
営
を
軌
道
に
乗
せ
て

く
だ
さ
っ
た
。

　

広
報
誌
『
岡
豊
風
日
』
創
刊
号
の
巻
頭

で
先
生
は
生
涯
学
習
に
つ
い
て
触
れ
、「
一

つ
の
遺
品
・
遺
物
が
一
人
の
感
動
を
呼
び

さ
ま
す
こ
と
が
、
私
に
は
も
っ
と
大
切
だ
。

学
習
し
て
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。」
と

書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
深
い
意
味
が

あ
る
よ
う
に
思
う
。
退
官
後
も
博
物
館
の

あ
り
方
に
つ
い
て
手
厳
し
い
指
導
を
さ
れ

た
。
そ
の
指
導
に
報
え
る
よ
う
に
と
思
う

の
だ
が
。「 

君
ら
忙
し
す
ぎ
ら
あ
よ
。
け

ど
、
や
ら
な
あ
い
か
な
あ
よ
」
と
声
が
聞

こ
え
そ
う
だ
。
も
っ
と
お
話
を
聞
い
て
お

け
ば
よ
か
っ
た
と
つ
く
づ
く
思
う
。

　

先
生
と
同
じ
年
齢
で
あ
っ
た
岡
本
健
児

先
生
も
平
成
26
年
元
旦
に
逝
去
さ
れ
た
。

同
年
齢
で
戦
前
戦
後
の
昭
和
を
生
き
抜
い

た
先
生
方
が
去
ら
れ
る
と
昭
和
が
終
わ
り

を
告
げ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。　

黙
礼
。

岡
本
桂
典
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土佐民俗　会報　桂井和雄氏が中心に発足した土佐民俗学会の会
報。右から２、４、５号で、２、４号の表紙は吉村先生撮影。

　

は
じ
め
て
拝
読
し
た
吉
村
淑
甫
先
生
の
ご

著
書
は
、『
ト
ビ
シ
ャ
ゴ
の
村
に
て
』（
昭
和

50
年
刊
行
）
で
し
た
。
先
生
は
、
あ
と
が
き

に
「〈
民
俗
採
集
〉
な
ど
と
い
う
言
葉
の
持

つ
し
ら
じ
ら
し
さ
が
、
い
つ
も
付
き
ま
と
っ

て
離
れ
な
い
。
別
に
学
問
で
な
く
て
も
、
無む

垢く

の
ま
ま
で
日
本
人
の
語
る
く
ら
し
の
話
を

き
い
て
お
き
た
い
」
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
に
は
、
大
上
段
に
構
え
る
胡う

散さ
ん

臭く
さ

さ
を

嫌
い
、
人
々
の
話
に
た
だ
耳
を
傾
け
よ
う
と

す
る
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
書
は
高
知
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
「
海
の

人
間
を
見
る
ま
な
ざ
し 

－

研
究
と
作
品
の
魅
力

－

人
々
」
と
「
飛
ん
で
き
た
種
子
」
を
収
録
し

て
い
ま
す
。「
海
の
人
々
」
は
、
別
の
ご
著

書
『
土
佐
民
俗
風
土
記
―
山
の
人
々
―
』（
昭

和
40
年
）
と
対
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

書
名
と
同
タ
イ
ト
ル
の
「
ト
ビ
シ
ャ
ゴ
の

村
に
て
」
で
先
生
は
、
土
佐
清
水
市
貝
の
川

の
、
見
知
ら
ぬ
少
年
の
父
を
訪
ね
て
い
ま
す
。

　

少
年
は
「
黒
潮
に
の
っ
て
く
る
」
と
言
っ

て
伝
馬
船
で
太
平
洋
へ
漕
ぎ
出
し
、
帰
ら
ぬ

人
と
な
り
ま
し
た
。
ト
ビ
シ
ャ
ゴ
は
鳳ほ

う

仙せ
ん

花か

の
方
言
で
、
熟
し
た
実
が
は
じ
け
て
飛
ん
で

い
く
イ
メ
ー
ジ
が
少
年
に
重
な
り
ま
す
。

　

旅
立
つ
前
に
少
年
は
、
身
辺
整
理
を
し
た

そ
う
で
す
。
け
れ
ど
、「
わ
た
し
ら
二
人
を
、

整
理
す
る
の
を
忘
れ
て
行
き
ま
し
た
ん
よ
」

と
い
う
、
遺
さ
れ
た
両
親
の
、
諧か

い

謔ぎ
ゃ
く

に
く
る

ま
れ
た
悲
し
み
が
心
を
打
ち
ま
す
。
先
生
は
、

少
年
の
父
に
深
く
お
辞
儀
を
し
て
西
行
の
バ

ス
に
乗
り
去
っ
て
行
き
ま
す
。

　

同
書
で
は
、
先
生
と
一
緒
に
歩
き
、
話
を

聞
い
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
時
代
や
地
域
が

描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
聞
記
事
や
当
事
者

の
聞
き
書
を
は
さ
む
構
成
は
映
画
の
よ
う
で

謎
解
き
的
な
趣
き
も
あ
り
、
い
つ
し
か
少
年

や
彼
の
ま
わ
り
の
人
々
の
思
い
に
引
き
寄
せ

ら
れ
て
い
き
ま
す
。

　

す
く
い
取
ら
れ
た
言
葉
や
別
れ
の
余
韻
に

は
文
学
の
香
り
が
し
て
、「
詩
人
の
民
俗
学
」

と
呼
び
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
ま
す
。
愛
媛
県

の
由
良
半
島
か
ら
高
知
県
の
龍た

つ

ヶが

迫さ
こ

へ
集
団

移
転
し
て
土
地
を
開
拓
し
た
人
々
の
歴
史
を

記
述
し
た
「
飛
ん
で
き
た
種
子
」
も
、
ま
る

で
美
し
い
物
語
の
よ
う
で
す
。ご
自
身
も「
文

学
的
情
緒
の
中
に
萌
え
で
た
そ
れ
は
種
子
の

生
理
を
述
べ
る
こ
と
」
と
綴
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
先
生
は
情
感
だ
け
に
留
ま
ら
な

い
博
覧
強
記
の
研
究
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。

土
佐
民
俗
学
会
で
は
草
創
期
か
ら
の
メ
ン

バ
ー
で
第
１
号
（
昭
和
36
年
）
か
ら
第
15
号

（
昭
和
43
年
）
ま
で
雑
誌
『
土
佐
民
俗
』
の

編
集
に
た
ず
さ
わ
り
、
同
誌
に
祭
礼
芸
能
や

い
ざ
な
ぎ
流
に
関
す
る
調
査
報
告
を
発
表
さ

れ
、『
土
佐
の
神
ご
と
』（
平
成
元
年
）
な
ど

に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

高
知
市
立
市
民
図
書
館
の
調
査
室
に
在
勤

中
は
高
知
地
方
史
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し

て
、『
真
覚
寺
日
記
』
や
『
燧ひ

う
ち

袋ぶ
く
ろ

』
な
ど
の

史
料
を
書
写
し
た
ガ
リ
版
刷
の
『
土
佐
群
書

集
成
シ
リ
ー
ズ
』
を
編
集
し
、
同
館
か
ら
刊

行
し
て
い
ま
す
。『
土
佐
民
俗
』
第
67
号
（
平

成
８
年
）
の
土
佐
民
俗
発
刊
三
十
五
周
年
特

集
座
談
会
で
「
文
献
を
も
っ
と
や
っ
て
は
」

と
提
言
さ
れ
て
い
る
の
も
宜む

べ

な
る
か
な
で
す
。

　

同
室
は
研
究
者
や
文
化
人
が
集
う
サ
ロ
ン

の
よ
う
だ
っ
た
と
当
時
を
知
る
方
に
う
か
が

い
ま
し
た
。
何
と
芳ほ

う

醇じ
ゅ
ん

な
場
所
で
し
ょ
う
。

　

詩
人
の
情
熱
と
研
究
者
の
冷
静
な
眼
、
聞

き
書
と
文
献
、
見
知
ら
ぬ
人
と
の
ふ
れ
あ
い

と
研
究
仲
間
と
の
交
流
、
そ
れ
ら
が
先
生
の

学
問
の
両
輪
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
誌
『
岡
豊
風
日
』
の
名
付
け
親

と
揮き

毫ご
う

は
先
生
で
す
。
第
１
号
（
平
成
３

年
）
の
館
長
エ
ッ
セ
イ
「
坂
路
か
ら
の
あ
い

さ
つ
」
の
「
昨
日
、
文
部
省
の
若
い
役
人
か

ら
〈
生
涯
学
習
〉
の
話
を
念
入
り
に
聞
か
さ

れ
た
。
だ
が
、
わ
た
し
に
は
十
分
に
は
の
み

込
め
な
か
っ
た
」
は
、『
ト
ビ
シ
ャ
ゴ
の
村

に
て
』
の
あ
と
が
き
と
重
な
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
吉
村
先
生
の
自
由
な
学
問
の
場
を

求
め
て
、
私
た
ち
は
時
々
、
歴
民
館
を
退
官

さ
れ
た
後
も
先
生
を
お
訪
ね
し
て
い
ま
し
た
。

お
話
が
熱
を
帯
び
る
と
、
ま
る
で
ご
講
義
を

拝
聴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
し
た
。

　

今
春
、
先
生
に
電
話
を
さ
し
あ
げ
た
と
き

に
は
、
写
真
集
『
田
辺
寿
男
の
民
俗
写
真
４

た
ま
し
い
の
四
季
』
を
「
あ
な
た
が
編
集
し

た
写
真
集
の
中
で
一
番
感
動
し
た
よ
」
と
、

先
生
か
ら
お
ほ
め
い
た
だ
き
、
う
れ
し
く
て

心
が
ふ
る
え
ま
し
た
。
け
れ
ど
最
後
と
は
思

い
も
よ
ら
ず
、
も
っ
と
お
教
え
い
た
だ
き
た

か
っ
た
と
、
最
近
の
ご
無
沙
汰
に
後
悔
あ
と

を
絶
た
ず
で
す
。

　

ト
ビ
シ
ャ
ゴ
の
少
年
の
父
は
、
親
友
の
死

を
悼
む
テ
ニ
ス
ン
の
詩
を
し
き
り
に
思
い
出

し
て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

吉
村
先
生
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
た
私
た
ち

は
、
こ
れ
か
ら
も
ご
著
書
を
く
り
返
し
読
み

続
け
る
で
し
ょ
う
。

中
村
淳
子

追
悼
・
吉
村
淑
甫
初
代
館
長
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

ご
子
孫
た
ち
と
語
ら
う

考
古

歴
史

民
俗

　

１
９
８
５
年
頃
に
東
京
都
品
川
区
大
井
鹿
島
遺
跡
発
掘
調

査
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
に
江
戸
遺
跡

つ
ま
り
近
世
考
古
学
に
も
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
新
宿
区
の
自
證
院
遺
跡
（
墓
地
の
発
掘
）
に
関
係
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、「
江
戸
遺
跡

情
報
連
絡
会
」後
の「
江
戸
遺
跡
研
究
会
」が
発
足
し
ま
し
た
。

こ
の
会
は
江
戸
（
東
京
）
の
近
世
考
古
学
的
調
査
の
増
加
に

よ
り
発
掘
担
当
者
の
情
報
交
換
を
進
め
る
た
め
に
１
９
８
６

年
に
発
足
し
て
い
ま
す
。
高
知
県
で
も
１
９
８
０
年
か
ら
83

年
に
か
け
て
南
国
市
田
村
遺
跡
群
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、

近
世
の
遺
構
や
遺
物
が
多
数
出
土
し
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
最

近
で
は
、
高
知
市
内
の
中
・
近
世
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
注
目

を
浴
び
マ
ス
コ
ミ
で
も
報
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
江
戸
時
代
の
焼
き
物
で
作
ら
れ
た

ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
出
土
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
知
市
内
の

金
子
橋
遺
跡
や
西に
し

弘ひ
ろ

小こ
う

路じ

遺
跡
な
ど
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。

ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
一
つ
に
炊
事
道
具
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代

に
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
諸

道
具
で
実
生
活
を
真
似

る
遊
び
（
ま
ま
ご
と
）

が
定
着
し
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
金
子
橋
遺
跡

か
ら
は
、
釜
を
模
し
た

釉ゆ
う

薬や
く

の
か
か
っ
た
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
製
品
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
ミ
ニ

チ
ュ
ア
の
竈か
ま
ど

に
置
き
用

い
ら
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。　
（
岡
本
）

　

５
月
17
日
、
長
宗
我
部
家
の
重
臣
だ
っ
た
桑
名
弥
次
兵
衛※

の
ご
子
孫
が
来
館
さ
れ
、｢

長
宗
我
部
遺
臣
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
」

展
を
見
学
さ
れ
ま
し
た
。
地
元
紙
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
た

14
代
目
の
桑
名
純
平
氏
は
、
あ
ま
り
先
祖
の
経
歴
を
知
ら
な

い
ご
様
子
で
し
た
の
で
、
急
遽
展
示
解
説
と
相
成
り
ま
し
た
。

　

ひ
と
し
き
り
解
説
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
純
平
氏
は
一
つ
一
つ

の
解
説
文
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
熟
読
さ
れ
、｢

こ
れ
か
ら
は
、

先
祖
に
負
け
な
い
生
き
方
を
し
た
い
…｣

と
、
ポ
ツ
リ
と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
の
が
、
と
て
も
印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
示
会
で
は
、
他
に
も
香
宗
我
部
家
や
中
内
家
の

方
々
、
さ
ら
に
福
富
家
・
明
神
家
の
方
達
と
も
資
料
を
前
に

お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
知

ら
な
か
っ
た
各
家
ご
と
の
家
伝
・
口
伝
に
接
す
る
こ
と
が
で

き
、
思
い
出
に
残
る
展
示
会
と
な
り
ま
し
た
。

※
実
父
は
中
内
藤
左
衛
門

で
、
桑
名
藤
蔵
人
の
養
子
。

中
富
川
合
戦
を
は
じ
め
、

元
親
の
四
国
平
定
戦
に
数

多
く
従
軍
し
戦
功
を
あ
げ

た
。
内
政
面
で
は
、
総
国

検
地
の
筆
頭
検
地
奉
行
と

し
て
活
躍
。
中
村
城
代
も

任
さ
れ
て
い
た
。
主
家
改

易
の
の
ち
は
、
藤
堂
高
虎

に
高
禄
を
も
つ
て
召
し
抱

え
ら
れ
た
が
、
大
坂
夏
の

陣
に
お
い
て
、
大
坂
方
の

長
宗
我
部
盛
親
隊
と
戦
い

戦
死
し
た
。    （
野
本
）

　

２
０
１
３
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ

―
Ｂ
Ｓ
で
放
送
さ
れ
た
「
新

日
本
風
土
記
」
と
い
う
番

組
で
香
美
市
物
部
町
の
い

ざ
な
ぎ
流
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
際
、「
５
人
の
村
に

１
０
０
の
神
様
」
と
紹
介

さ
れ
た
集
落
が
あ
り
ま
す
。

徳
島
県
境
に
位
置
す
る
別べ

府ふ

で
も
最
も
標
高
の
高
い
所
に
あ
る
中
尾
と
い
う
集
落
で
す
。

今
年
の
冬
か
ら
松
本
善
夫
さ
ん
の
お
宅
に
年
中
行
事
の
調
査

に
通
っ
て
い
ま
す
。
正
月
や
節
供
な
ど
か
つ
て
は
ど
の
家
で

も
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
た
年
中
行
事
は
今
や
絶
滅
寸
前
で

す
。
松
本
さ
ん
は
昔
な
が
ら
の
習
俗
を
、
大
事
に
ひ
っ
そ
り

と
続
け
て
い
ま
す
。
若
水
を
汲
む
こ
と
、
木
を
伐
っ
て
薪
を

作
る
こ
と
、
魔
を
払
う
節
分
の
注
連
縄
を
張
る
こ
と
、
先
祖

を
祭
る
こ
と
…
、
一
つ
一
つ
の
行
事
は
単
純
で
素
朴
な
も
の

で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
山
に
暮
ら
す
人
の
大
切
に
し
て
き
た

こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

  

実
は
、
松
本
家
は
亡
く
な
ら
れ
た
吉
村
淑
甫
先
生
が
い
ざ

な
ぎ
流
の
祭
儀
を
調
査
し

た
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。

い
ざ
な
ぎ
流
の
図
録
に
は

当
時
の
写
真
を
掲
載
さ
せ

て
頂
い
て
い
ま
す
。

　

時
が
移
り
、
人
が
変

わ
っ
て
も
、
松
本
家
の
年

中
行
事
は
今
も
続
け
ら
れ

て
い
ま
す
。　
　
（
梅
野
）

江
戸
時
代
の

　
ミ
ニ
チ
ュ
ア
炊
事
用
具

中
尾
の
年
中
行
事
調
査

中尾の風景

彼岸の墓参り

桑
名
家
の
方
達
と
語
ら
う

釜形のミニチュア
高知市教育委員会『金子橋遺跡』2008年より
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６
月
６
・
７
日
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
、
い
ざ
な

ぎ
流
と
物
部
川
流
域
の
文
化
を
考
え
る
会
の
主
催

で
、
恒
例
の
い
ざ
な
ぎ
流
企
画
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

梅
雨
入
り
直
後
で
し
た
が
奇
跡
の
好
天
。
遠
く
は

北
海
道
や
宮
崎
か
ら
も
参
加
者
が
あ
り
、
中
世
に

荘
園
が
あ
っ
た
集
落
を
巡
り
ま
し
た
。
い
ざ
な
ぎ

流
の
公
開
に
も
多
数
の
参
加
者
が
あ
り
、
地
域
文

化
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
感
じ
ま
し
た
。（
梅
野
）

 　

歴
民
館
開
館
記
念
日
の
5
月
3
日

は
、
入
館
料
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

 　

今
年
も
た
く
さ
ん
の
お
客
様
に
ご

来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
（
道
脇
）

　

飛
翔
之
像
建
立
委
員

会
の
尽
力
で
長
宗
我
部

元
親
の
銅
像
が
完
成
！

５
月
３
日
に
は
同
会
の

主
催
に
よ
り
、
完
成
記

念
式
典
が
と
り
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
岡
豊
山
を

背
景
に
建
つ
飛
翔
之
像

に
、
ぜ
ひ
会
い
に
来
て

く
だ
さ
い
。　
（
道
脇
）

れきみんニュース

い
ざ
な
ぎ
流
の
原
像
「
博
士
」
を
求
め
て
　
開
催
！

に
ぎ
わ
う
歴
民
の
日

元
親
飛
翔
之
像
完
成
！

岡豊山フォトコ
ンテスト表彰式
今年も力作ぞろ
い！たくさんの
ご応募をいただ
きました。

ワクワクワーク「甲冑体験」
「大太刀に触ってみよう」
ふだんなかなかできない体
験にみんなワクワクドキド
キ!カルチャーサポーターさ
んも大活躍です。

土佐民話の家
市原先生のお話に引き込ま
れました。

エンコウ祭に行くと『学校の怪談』の著者
の常光徹先生が！左から国際日本文化研
究センターの小松和彦先生、常光先生、県
立大の橋尾直和先生。

神楽に続けて荒神鎮めが本来の
形で初公開

６日午後は香南市香我美町･赤岡町を博士
や大

おお

忍
さとの

庄
しょう

の痕跡を訪ねた。

７日午後は保存会による神楽の公開。
約200名の参加者が集まった。

は
か
は
か

せ

７日午前は大栃の町を歩き、博士の
墓や陰陽師の子孫を訪ねました。

保存会や中高生の迫力ある舞も披露
された。
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平成27年 7月〜９月の催し

講 演 会

講 演 会

ワクワクワーク

四国民俗学会研究会

企画展
『大坂夏の陣400年 長宗我部
遺臣それぞれの選択』

『高知県立歴史民俗資料
館研究紀要 第19号』

日本神話といざなぎ流
 in 宮崎県

第４回旧大栃高校民俗資料一般公開
モノベモノモノガタリプログラム（仮)

平成27年 7月17日(金)～9月6日(日)

◦要予約･観覧料要

◦要予約･観覧料要

◦要予約(各回先着20名)･参加費500円

「四国の小さな神々」

徳島県のオフナトさん、高知県のエンコウなど路傍や水辺の小さな
神々たちについて紹介します。

「小さいものを作り続けて ―海洋堂の50年―」
　講師：宮脇修一氏（海洋堂代表取締役社長）

「フィギュア造形制作のうらばなし」
　講師：松村しのぶ氏（海洋堂造形師）

7月18日(土）14:00～16:00

8月8日(土）13:00～15:00

8月1日(土）・22日(土）①10:00～12:00、②14:00～16:00

◦要予約･観覧料要7月25日(土）13:00～16:30

ジオラマを作ろう

 小さいもの見～つけた！
―海洋堂のニッポン・ミニチュアカタログ―Ａ４判オールカラー12頁

無料
ご希望の方は送料（１冊140
円分の切手）を当館の学芸課
あてにお送り下さい。

「長宗我部国親発給文書につ
いて」　　　　　　 野本　亮
「地方文書にみる近世土佐の
善事褒賞」　　　　 大黒恵里
「木造川舟の造船記録２

　―高知市仁井田 弘光造船―」　　　　　田辺寿男
「板図を読む　―船大工・弘光優氏の板図を基に
　造船図面を描く―」　　　　　　　　　 芝藤敏彦
「ロイ・チャップマン・アンドリュースが撮影
　した1910年の土佐清水」　　　　　 　 宇仁義和

Ａ４判122頁　850円（送料300円）

今年のいざなぎ流県外企画は九州で実施！
10月初旬予定／場所：宮崎公立大学

10月24日(土)・25日(日)予定

新刊のご案内

里帰り！土佐の出土品
―東京国立博物館所蔵品から―
10月９日(金)～12月６日(日)

次回予告

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
） 

第
90
号

平
成
27
年
７
月
１
日

編
集
・
発
行　

(

公
財)

高
知
県
文
化
財
団

　
　
　
　
　
　

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
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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)

　
　
　
　
　

460
円
・
団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　
〔
特
別
展･

企
画
展
〕常
設
展
示
込
510
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
、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

日本有数のフィギュアメー
カー・海洋堂は、約２万点
に及ぶ生活用品や民家のミ
ニチュアコレクションを所
蔵しています。今回はいく
つかのテーマを選んで展示
し、日本の伝統文化に触れ
ていただきます。また海洋
堂のフィギュアも展示し、
小さいものに対する日本人
の感性を考えます。

経筒　土佐清水市足摺岬　伊佐経塚出土
(東京国立博物館所蔵）Image:TNM Image Archives

コ
ー
ナ
ー
展

夏のコーナー展は恒例の芝居絵屏風。今
年は宮本武蔵を題材にした「花襷会稽
掲布染」の１シーンを描いた屏風など２
点を展示予定です。お楽しみに！

深渕神社の
芝居絵屏風
8月1日(土)～31日(月)

屏
風「
花
襷
会
稽
掲
布
染
」（
深
渕
神
社
蔵
）

日光陽明門


