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高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

完
成
予
想
図

資
料
見
聞

  

今
か
ら
30
年
前
の
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
５
月
３
日
に

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
は
開
館
し
ま
し
た
。
令
和
３
年

（
２
０
２
１
）
５
月
３
日
で
ち
ょ
う
ど
30
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　

当
館
が
で
き
る
ま
で
は
、
現
在
の
高
知
県
立
文
学
館
の
建
物
が

高
知
県
立
郷
土
文
化
会
館
と
呼
ば
れ
、
美
術
館
と
歴
史
博
物
館
、

そ
し
て
県
展
会
場
な
ど
の
ホ
ー
ル
機
能
を
兼
ね
て
い
ま
し
た
。
た

だ
、
さ
す
が
に
手
狭
で
、
昭
和
53
年
（
１
９
７
８
）
に
高
知
県
文

化
行
政
推
進
協
議
会
が
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の
設
置
を
提
言
、

そ
れ
か
ら
十
数
年
に
わ
た
る
準
備
期
間
を
経
て
よ
う
や
く
開
館
に

こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　

上
の
絵
は
当
館
の
完
成
予
想
図
で
す
。
岡
豊
山
の
一
角
に
立
つ

三
角
屋
根
の
白
い
建
物
。
右
側
の
駐
車
場
、
奥
に
行
く
に
従
っ
て

狭
く
な
る
入
口
の
大
階
段
な
ど
、
現
在
の
歴
民
そ
の
ま
ま
で
す
。

　

で
す
が
、
こ
の
絵
を
じ
っ
と
見
て
く
だ
さ
い
。
ど
こ
か
今
と

違
っ
て
い
る
よ
う
な
…
。
大
階
段
手
前
の
真
ん
中
に
丸
い
池
が
あ

り
、
水
路
ら
し
き
も
の
が
中
庭
か
ら
伸
び
て
い
ま
す
。
ま
た
、
駐

車
場
の
入
口
に
も
丸
い
緑
地
帯
が
あ
り
ま
す
。
今
の
歴
民
に
は
池

や
緑
地
帯
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
や
ら
こ
の
絵
は
検
討
段
階
の
も

の
の
よ
う
で
す
。
花か

崗こ
う

岩
壁
の
建
物
本
体
だ
け
で
は
い
か
に
も
冷

た
い
の
で
、
水
や
緑
を
配
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
記
録
は
確
認
し

て
い
ま
せ
ん
が
、
池
や
水
路
は
危
険
だ
し
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
大

変
だ
な
ど
の
意
見
が
出
て
取
り
や
め
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。
絵
を
見
な
が
ら
意
見
を
交
わ
す
当
時
の
担
当
者
の
声
が
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
絵
を
見
て
い
る
と
、
新
し
い
博
物
館
作
り
に
期
待
と
夢
を

ふ
く
ら
ま
せ
て
い
た
開
館
前
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
（
梅
野
）

高知県立歴史民俗資料館完成予想図　館蔵
当館に残る完成予想図は２枚。１枚は駐車場側から建物の全体がわかる構図で、開館前のパンフレットに使われている。
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高知県立歴史民俗資料館建築模型
全体の形や構造は実際の建物とほぼ同じだが、入口
階段付近に水路があるなど異なる点もある。

純金かつお（展示資料は上ノ加江漁協所
蔵の複製）ふるさと創生一億円事業で中土
佐町が作った。

　

開
館
30
周
年
を
迎
え
る
令
和
３
年
度
、
当
館
は
一
年
間
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
記
念
事
業
を

開
催
い
た
し
ま
す
。

　

最
初
は
、
歴
史
民
俗
資
料
館
の
歩
み
を
平
成
時
代
の
歴
史
や
文
化
と
重
ね
て
紹
介
す
る
企
画

展
「
わ
た
し
た
ち
の
30
年
―
歴
民
の
歩
み
と
平
成
の
土
佐
―
」
で
す
。
歴
民
の
活
動
を
平
成
の

土
佐
の
出
来
事
や
時
代
の
変
化
と
あ
わ
せ
て
振
り
返
り
ま
す
。

①歴民開館告知
　平成３年
　｢ここに歴史人。」のコピー
　に悩んだ。

②土佐の古墳を掘る
　平成６年
　新発見の絵画銅剣が話題
　になった。

④からくり　夢と科学の世界
　平成10年
　日本中から資料を借用。
　２万人が来場した。

③秀吉と桃山文化
　平成８・９年
　「龍馬伝」に次ぐ観覧者
　歴代第２位、２万６千人。

●
バ
ブ
ル
時
代
に
誕
生

　

当
館
が
開
館
し
た
平
成
３
年（
１
９
９
１
）

に
は
、
坂
本
龍
馬
記
念
館
と
の
い
ち
動
物
公

園
な
ど
県
立
文
化
施
設
が
三
つ
も
開
館
し
て

い
ま
す
。
龍
馬
記
念
館
は
有
志
の
方
々
が
建

て
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
驚
き
で

す
。
そ
の
後
平
成
５
年
に
は
県
立
美
術
館
、

Ⅰ
開
館
か
ら
最
初
の
10
年　
試
行
錯
誤
の
ス
タ
ー
ト

同
９
年
に
は
県
立
文
学
館
。
県
内
市
町
村
で

も
平
成
２
年
の
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
、

同
５
年
の
わ
ん
ぱ
ー
く
こ
う
ち
ア
ニ
マ
ル
ラ

ン
ド
、
宿
毛
市
立
宿
毛
歴
史
館
な
ど
平
成
は

県
内
に
博
物
館
が
一
気
に
増
え
た
時
代
で
し

た
。
こ
れ
は
、
昭
和
61
年
（
１
９
８
６
）
頃

か
ら
平
成
３
年
頃
ま
で
続
い
た
バ
ブ
ル
景
気

と
も
重
な
っ
て
見
え
ま
す
。
経
済
成
長
に
よ

り
豊
か
に
な
っ
た
日
本
が
次
に
目
指
し
た
の

は
文
化
で
し
た
。
単
に
モ
ノ
が
豊
富
に
あ
る

だ
け
で
な
く
、
心
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
文

化
施
設
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。

た
だ
、
そ
れ
で
も
「
箱
物
」
と
い

う
言
葉
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
建

物
を
作
る
こ
と
が
博
物
館
を
作
る

こ
と
と
思
わ
れ
て
い
た
節
も
あ
り

ま
す
。
で
す
が
、
建
物
は
出
発
点

の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
こ
を

拠
点
に
お
こ
な
う
事
業
が
博
物
館

の
命
な
の
で
す
。

　

当
館
の
場
合
、
開
館
当
初
は
歴

史
・
考
古
・
民
俗
の
学
芸
員
が
配

置
さ
れ
（
現
在
は
美
術
工
芸
が

加
わ
っ
て
い
ま
す
）、
調
査
研
究
、

資
料
収
集
・
保
存
、
展
示
、
普
及

事
業
な
ど
の
博
物
館
活
動
を
お
こ

な
っ
て
き
ま
し
た
。

●
手
探
り
の
10
年

　

開
館
ま
で
は
と
に
か
く
オ
ー
プ

ン
に
こ
ぎ
つ
け
る
だ
け
で
精
一
杯

で
し
た
。
開
館
し
た
博
物
館
で
何

を
す
る
の
か
、
手
探
り
状
態
で
展

示
を
お
こ
な
い
、
事
業
を
増
や
し

て
い
っ
た
の
が
最
初
の
10
年
で
し

た
。

　

バ
ス
で
県
内
外
を
回
る
史
跡
巡

り
、
小
学
校
の
週
休
二
日
制
実
施

に
と
も
な
い
始
め
た
子
ど
も
歴
史

教
室
（
現
在
の
ワ
ク
ワ
ク
ワ
ー
ク

の
前
身
）
な
ど
他
館
の
事
例
を
参

企
画
展  

わ
た
し
た
ち
の
30
年

　
　
　
　
― 

歴
民
の
歩
み
と
平
成
の
土
佐 

―

開
館
30
周
年
記
念会

期
：
令
和
３
年
4
月
29
日（
木
・
祝
）～
６
月
27
日（
日
）

梅
野　

光
興

考
に
し
な
が
ら
、
少
し
ず
つ
博
物
館
と
し
て

の
メ
ニ
ュ
ー
を
増
や
し
て
い
き
ま
し
た
。
当

ポスターで 振り返る歴 民 の 3 0 年  ①
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パソコン　個人蔵
本体は日立製、OSはWindowｓ95。ＣＤと3.5インチフロッピーディス
クを使用。モニターはＳＯＮＹ製で1996年購入。

⑧鰹　カツオと土佐人
　平成20年
　四万十川の漁など高知の
　生業も取り上げた。

⑦長宗我部盛親
　平成18年
　開館15周年記念展。長宗
　我部展は当館の定番！

⑤田辺寿男の民俗写真
　ぼくの村は山をおりた
　平成11年　村の集団移住を
　とらえた心ゆさぶる記録。

⑥あの世・妖怪・陰陽師
　―異界万華鏡―　平成15年
　観覧者２万１千人で歴代観
　覧者数第３位。

●
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入

　

が
む
し
ゃ
ら
に
事
業
を
拡
大
し
て
い
っ
た

最
初
の
10
年
が
終
わ
る
頃
、
後
回
し
に
な
っ

て
い
た
収
蔵
資
料
整
理
に
力
を
入
れ
る
方
針

に
切
り
替
え
ま
し
た
。
入
館
者
は
減
り
ま
し

た
が
、
目
録
作
り
な
ど
、
県
民
の
皆
様
へ
の

情
報
提
供
な
ど
に
役
立
て
る
た
め
の
館
の
財

産
作
り
は
進
み
ま
し
た
。

　

こ
れ
と
並
ん
で
、
博
物
館
の
運
営
に
大

き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
「
公
開
承
認
施

設
」
と
し
て
文
化
庁
の
承
認
を
平
成
16
年

（
２
０
０
４
）に
受
け
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

Ⅱ
21
世
紀
を
迎
え
て　
博
物
館
と
し
て
の
充
実
を
め
ざ
し
て

国
宝
や
重
要
文
化
財
を
展
示
す
る
企
画
展
な

ど
を
開
催
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
平

成
20
年
（
２
０
０
８
）
に
は
、
当
館
が
立
地

す
る
岡
豊
城
跡
が
国
指
定
史
跡
と
な
り
、
城

跡
や
戦
国
時
代
に
関
心
の
あ
る
方
々
に
当
館

が
幅
広
く
知
ら
れ
る
き
っ
か
け
の
一
つ
と
な

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
加
え
、
小
泉
内
閣
時
代
に
お
こ
な

わ
れ
た
郵
政
民
営
化
と
同
じ
流
れ
の
中
、
平

成
18
年
（
２
０
０
６
）
に
サ
ー
ビ
ス
向
上
と

コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
目
指
し
て
、「
公
の
施
設

の
指
定
管
理
者
制
度
」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
資
料
の
撮
影
や
写
真
利
用
を

有
料
に
す
る
な
ど
少
し
で
も
収
入
を
確
保
す

る
と
と
も
に
、
月
曜
休
館
を
廃
し
サ
ー
ビ
ス

向
上
を
う
た
い
ま
し
た
。
以
後
高
知
県
文
化

財
団
が
指
定
管
理
者
と
し
て
数
年
ご
と
に
指

定
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
導
入
前

は
、
職
員
一
丸
と
な
っ
て
勉
強
会
を
開
き
、

親
し
み
や
す
く
、
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
歴
民

を
目
指
す
こ
と
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

●
デ
ジ
タ
ル
時
代
の
到
来

　

平
成
の
文
化
変
化
の
最
大
の
も
の
は
、
や

は
り
パ
ソ
コ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
、

携
帯
電
話
や
ス
マ
ホ
の
発
達
で
し
ょ
う
。

　

当
館
で
も
古
い
書
類
を
見
る
と
、
最
初
は

手
書
き
だ
っ
た
の
が
、
ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ

サ
ー
や
パ
ソ
コ
ン
の
文
字
に
変
わ
り
ま
す
。

今
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
で
「
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打

館
の
企
画
展
示
室
は
他
県
の
県
立
施
設
と
比

べ
て
狭
い
の
で
、
３
階
総
合
展
示
室
の
資
料

を
撤
去
し
、
そ
こ
を
会
場
に
し
て

特
別
展
を
お
こ
な
い
好
評
を
得
ま

し
た
。

●
歴
民
を
支
え
た
人
々

  

蓄
積
の
無
い
歴
民
を
支
え
て
頂

い
た
の
が
、
地
域
で
活
躍
す
る
郷

土
史
家
や
県
内
外
の
研
究
者
の

方
々
で
し
た
。
最
初
の
常
設
展
示

を
作
り
上
げ
た
文
化
振
興
専
門
者

会
議
の
先
生
方
を
は
じ
め
先
輩
方

の
研
究
成
果
に
助
け
ら
れ
、
数
々

の
企
画
展
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

広
大
な
県
土
の
歴
史
・
考
古
・
民

俗
を
数
人
の
学
芸
員
で
カ
バ
ー
す

る
の
は
不
可
能
な
の
で
、
県
内
各

地
の
資
料
調
査
員
の
方
々
に
、
現

地
調
査
や
資
料
借
用
に
ご
協
力
頂

き
ま
し
た
。

　

館
の
教
育
普
及
事
業
や
各
イ
ベ

ン
ト
に
つ
い
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆

さ
ん
、
地
域
の
方
々
の
ご
協
力
を

頂
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
何
よ
り
資
料
を
寄
贈
・

寄
託
頂
い
た
県
民
の
方
々
の
ご
厚

意
と
ご
協
力
に
よ
っ
て
当
館
の
活

動
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
協
力
頂
い
た
皆
様
に
深
い
感

謝
を
さ
さ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ポスターで 振り返る歴 民 の 3 0 年  ②
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な
ど
が
始
ま
り
ま
し
た
。
歴
民
と
岡
豊
山
に

一
部
の
歴
史
フ
ァ
ン
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
方
が
集
ま
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

●
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
、
龍
馬
伝
、
歴
史
イ
ベ
ン
ト

  

平
成
22
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
が
「
龍

馬
伝
」
に
決
定
。
当
館
が
全
国
巡
回
展
の
会

場
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
、こ
れ
ま
で
特
別
展
会
場
と
し
て
使
っ

て
き
た
３
階
総
合
展
示
室
は
、
開
館
時
の
模

型
が
各
コ
ー
ナ
ー
に
固
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
こ
れ
を
撤
去
し
、
よ
り
フ
レ
キ
シ

ブ
ル
な
空
間
を
確
保
す
る
た
め
の
改
修
工
事

と
、
あ
わ
せ
て
常
設
展
示
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

も
お
こ
な
う
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
は
数
年
か
け
て

じ
っ
く
り
作
る
と
こ
ろ
で
す
が
、急
に
決
ま
っ

た
の
で
使
え
る
時
間
は
半
年
程
度
で
す
。
そ

れ
で
も
、
最
初
の
常
設
展
示
の
弱
点
を
改
め
、 リニューアル後の常設展示室（仏の間）

特別展 龍馬伝ポスター 2010年

リニューアル開館ポスター 2010年

Ⅲ
●
長
宗
我
部
ブ
ー
ム
と
岡
豊
城

　

当
館
は
、
歴
史
・
考
古
・
民
俗
・
美
術
工

芸
の
歴
史
系
総
合
博
物
館
で
す
。
こ
れ
ら
の

幅
広
い
分
野
か
ら
い
ろ
ん
な
テ
ー
マ
を
自
由

に
扱
え
る
反
面
、
特
徴
に
欠
け
る
と
も
言
わ

れ
ま
す
が
、
館
が
立
地
す
る
岡
豊
城
と
そ
の

城
主
で
あ
る
長
宗
我
部
氏
こ
そ
他
に
は
な
い

歴
民
の
強
み
で
す
。

　

平
成
17
年
（
２
０
０
５
）
に
発
売
さ
れ
戦

２
０
１
０
年
か
ら　
長
宗
我
部
氏
と
歴
史
イ
ベ
ン
ト
の
時
代

国
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
ゲ
ー
ム
「
戦
国

Ｂ
Ａ
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ａ
」
に
「
ア
ニ
キ
」
の
愛
称
で

登
場
し
た「
長
曾
我
部
元
親
」

が
人
気
を
呼
ぶ
中
、
地
元
公

民
館
や
有
志
の
方
々
、
南
国

市
と
協
力
し
て
、
平
成
22
年

（
２
０
１
０
）
か
ら
桜
の
季

節
の
「
さ
く
ら
ま
つ
り
」
と

「
食
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」、
５
月

中
旬
の「
長
宗
我
部
フ
ェ
ス
」

ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
わ
か
り
や
す
い
展
示

に
な
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。「
こ
ー
ち
く
ん
」

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
マ
ン
ガ
で

説
明
し
た
の
も
工
夫
の
ひ
と
つ
で
す
。

　

４
ヶ
月
ほ
ど
の
工
事
休
館
を
経
て
平
成
22
年

４
月
に
再
開
館
。
夏
の
特
別
展
「
龍
馬
伝
」
は

一
ヶ
月
強
で
約
３
万
５
千
人
の
入
館
者
が
あ
り
、

当
館
の
最
高
記
録
を
更
新
。
今
後
こ
れ
を
超
え

る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で
し
ょ
う
。

  

高
知
県
と
し
て
も
「
龍
馬
伝
」
を
契
機
に

歴
史
文
化
を
観
光
の
目
玉
に
据
え
る
戦
略
が

打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
の
「
土
佐
・
龍

馬
で
あ
い
博
」
で
す
。
当
館
に
お
い
て
も
、

岡
豊
城
跡
の
最
上
部
・
詰
に
櫓
を
あ
げ
る
な

ど
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
翼
を
担
い
ま
し
た
。

高
知
県
の
歴
史
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
平
成

23
年
（
２
０
１
１
）
の
「
志
国
高
知
・
龍
馬

ふ
る
さ
と
博
」、
平
成
29
年
（
２
０
１
７
）

の
「
志
国
高
知
・
幕
末
維
新
博
」
と
続
き
ま

し
た
。

　

そ
し
て
平
成
27
年
（
２
０
１
５
）
に
は
、

２
階
正
面
入
口
に
長
宗
我
部
元
親
の
銅
像

（
飛
翔
之
像
）
が
建
立
委
員
会
に
よ
っ
て
お

目
見
え
し
て
い
ま
す
。

つ
」
こ
と
が
事
務
仕
事
の
大
半
に
な
り
ま
し

た
。
出
張
に
は
テ
レ
ホ
ン
カ
ー
ド
を
所
持
し
、

公
衆
電
話
に
寄
っ
て
館
に
連
絡
し
て
い
た
の

が
、
一
人
一
人
が
携
帯
電
話
を
持
つ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
は
仕
事
だ
け
で
な
く
、

消
費
や
娯
楽
、
そ
し
て
人
間
関
係
さ
え
変
化
さ

せ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
で
は
国
家
の
歴
史
に
影

響
を
与
え
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
は
こ

の
劇
的
な
変
化
が
起
き
た
時
代
と
し
て
後
世
記

憶
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ガラケーからスマホへの進化
左から、折りたたまないタイプ、折りたたみ型、
カメラ付きになり、右端のスマホ（スマートフォ
ン）になるとさながら小さなパソコン。

若武者もとちかくん
平成21年（2009）の歴民の日
にデビュー。彦根市のひこにゃ
んが２年前、くまもんが翌年誕生
し、世はゆるキャラ戦国時代！
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カメラ
当館で資料撮影などに使ったカメラの数々。フィルム
（左）からデジタルへ変化した。その場で画像を見ること
ができるインスタントカメラも資料借用時に活躍した。

く ろ し お く ん 平 成 ９ 年
(1997）に誕生した高知県の
イメージキャラクター。2002
年のよさこい高知国体をはじ
め、現在も活躍中。平成20年
代のゆるキャラブームの先駆
け的存在。

歴民のこれまでの企画展ポスターを現在から遡及して紹介する「さかのぼり歴民」をフェイスブックで発信中｡

Ⅳ
●
変
わ
り
ゆ
く
高
知
県

　

平
成
は
高
知
県
に
高
速
道
路
が
延
伸
し

た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
62
年

（
１
９
８
７
）
に
南
国
Ｉ
Ｃ
と
大
豊
Ｉ
Ｃ
間

が
開
通
し
た
の
を
皮
切
り
に
高
知
、
須
崎
、

四
万
十
町
と
西
進
し
、
県
東
部
と
も
徐
々
に

結
ば
れ
て
い
ま
す
。
瀬
戸
大
橋
に
よ
っ
て
本

州
と
直
結
し
、
物
流
も
大
き
く
変
わ
り
ま
し

た
。
陸
路
の
発
達
の
一
方
で
、
高
知
県
と
大

阪
や
九
州
を
結
ぶ
フ
ェ
リ
ー
は
全
て
無
く
な

り
ま
し
た
。
高
速
道
路
の
影
響
か
、
県
外
資

本
の
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
が
増
え
、
大
型

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
出
来
た
こ
と
も
平

成
の
ト
ピ
ッ
ク
で
し
ょ
う
。

　

一
方
人
口
減
は
進
み
、
平
成
元
年

（
１
９
８
９
）
に
約
83
万
人
い
た
県
人
口
は
現

在
で
は
約
68
万
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
の

大
合
併
に
よ
っ
て
市
町
村
数
は
53
か
ら
34
へ
。

多
く
の
地
域
で
産
業
は
衰
退
し
、
高
齢
化
や
少

子
化
が
進
み
、
祭
り
や
芸
能
、
地
域
の
神
社
や

お
堂
は
も
ち
ろ
ん
集
落
の
維
持
も
難
し
く
な
っ

て
い
ま
す
。
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
小
集
落
も

増
え
て
お
り
、
南
海
ト
ラ
フ

地
震
の
発
生
も
予
想
さ
れ
る

な
か
、
高
知
県
の
歴
史
や
文

化
は
大
き
な
危
機
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　

当
館
で
は
、地
域
の
歴
史
・

考
古
・
民
俗
資
料
を
守
る
た

め
、
市
町
村
や
地
域
の
方
の

相
談
に
乗
っ
た
り
、
県
立
大

や
他
館
の
学
芸
員
と
協
働
し

て
資
料
調
査
を
お
こ
な
う
な

ど
県
内
各
地
で
の
地
道
な
取

り
組
み
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

●
こ
れ
か
ら
の
歴
民

  

30
年
目
を
迎
え
、
こ
れ
か

ら
の
歴
民
は
何
を
目
指
す
べ

き
で
し
ょ
う
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

流
行
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
の

あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
お
り
、
博
物
館
に

と
っ
て
も
大
き
な
痛
手
で
す
。

た
だ
、
遠
く
へ
出
か
け
る
こ

と
を
自
粛
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
県
民
の
方
々
に
今
一

度
地
域
を
見
直
す
き
っ
か
け

を
提
供
す
る
の
は
当
館
の
大

切
な
役
割
で
す
。
ま
た
、
デ

ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
、
コ

ロ
ナ
禍
の
中
で
も
博
物
館
の
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
０
２
０
年
代
に
向
け
て　
高
知
県
の
現
状
と
こ
れ
か
ら
の
歴
民

　

高
知
県
の
文
化
も
時
代
と
と
も
に
ど
ん
ど

ん
変
化
し
ま
す
。
そ
の
歴
史
を
少
し
で
も
残
し
、

未
来
へ
伝
え
る
の
は
当
館
の
使
命
で
す
。
今
回

の
企
画
展
の
テ
ー
マ
「
平
成
」
は
、
博
物
館
で

取
り
上
げ
る
の
は
ま
だ
ピ
ン
と
こ
な
い
方
も
お

ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
当
館
の

対
象
は
現
代
ま
で
含
み
ま
す
。
そ
し
て
、
平

成
も
確
実
に
「
歴
史
」
に
な
っ
て
い
く
の
で

す
。
平
成
の
資
料
は
ま
だ
現
役
の
よ
う
で
す

が
、
古
い
パ
ソ
コ
ン
な
ど
は
当
館
で
も
廃
棄
さ

れ
、
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
を
資
料
と

し
て
残
す
か
は
難
し
い
問
題
で
、
ま
さ
に
学
芸

員
の
セ
ン
ス
が
問
わ
れ
ま
す
。

　

遠
い
過
去
の
出
来
事
か
ら
、
今
を
生
き
る

わ
た
し
た
ち
の
歩
ん
だ
道
ま
で
を
「
歴
史
」

と
し
て
と
ら
え
、
未
来
を
考
え
る
た
め
の
材

料
を
保
存
し
、
利
用
し
て
い
た
だ
く
と
い
う

原
点
を
意
識
す
る
こ
と
が
歴
民
の
こ
れ
か
ら

を
考
え
る
上
で
も
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

⑫今を生きる禅文化
　−伝播から維新を越えて−
　平成29年　白隠250年遠
　諱を記念し県内外の臨済
　宗寺院の名宝が勢揃い。

⑪いざなぎ流の里・物部　
　平成28年
　香美市物部町の民間信仰
　を地域の姿とともに紹介。

⑩四国霊場開創1200年記念
　空海の足音　四国へんろ展
　平成26年　
　会場　高知県立美術館
　四国４県のミュージアムの
　合同企画。

⑨命の碑
　―土佐の地震・津波碑―
　平成25年
　南海トラフ地震に備えて過
　去の地震を振り返る。

ポスターで 振り返る歴 民 の 3 0 年  ③
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吊
り
天
井
改
修
工
事
終
わ
り
ま
し
た

　

毎
年
、
年
末
年
始
に
展
示
し
て
き
た
干
支

の
玩
具
シ
リ
ー
ズ
で
す
が
、
今
年
は
工
事
後

の
再
開
館
に
あ
わ
せ
て
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
か
ら
牛
の
玩
具
展
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ

で
高
知
県
の
民
俗
か
ら
牛
に
ま
つ
わ
る
５
月

の
「
牛
馬
の
節
供
」
の
ご
紹
介
か
ら
は
じ
め

ま
し
ょ
う
。

　
『
四
国
の
歳
時
習
俗
』
に
よ
る
と
、
そ
の

日
は
牛
馬
を
休
ま
せ
る
日
で
、
例
え
ば
高
知

市
高
須
や
五
台
山
、
朝
倉
な
ど
で
は
５
月
15

日
を
「
牛
の
節
供
」
と
い
い
、
柴
餅
を
作
っ

て
供
え
ま
し
た
。
ま
た
、
高
知
県
西
部
の
三

原
村
で
は
５
月
５
日
を
「
馬
節
供
」
と
い
い
、

た
と
え
田
植
え
の
最
中
で
も
牛
馬
を
休
ま
せ

て
い
た
と
の
こ
と
で
す
。
牛
は
今
も
牛
乳
な

ど
を
供
給
し
て
く
れ
る
人
間
の
生
活
に
有
益

な
動
物
で
す
が
、
牛
節
供
の
行
事
は
、
農
耕

や
運
搬
に
牛
が
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
た
頃
の

も
の
で
す
。

　

そ
の
頃
の
暮
ら
し
を
反
映
し
た
牛
の
モ

チ
ー
フ
が
各
地
の
郷
土
玩
具
に
み
ら
れ
ま
す
。

写
真
は
小お

幡ば
た

人
形
（
滋
賀
県
）
の
「
俵
牛
」

で
す
。
俵
牛
に
は
牛
の
健
康
や
五
穀
豊
穣
へ

の
祈
り
が
こ
め
ら
れ
て
お
り
、
農
家
が
神
棚

に
俵
牛
を
供
え
る
地
域
も
あ
り
ま
し
た
。

　

牛
が
乗
せ
て
い
る
の
は
俵
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
三み

次よ
し

人
形
（
広
島
県
）
や
船ふ

な

渡と

張

り
子（
埼
玉
県
）に
は
牛
乗
り
天
神
の
モ
チ
ー

フ
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
学
問
の
神
と
し
て

信
仰
さ
れ
る
天
神
は
、
農
耕
に
欠
か
せ
な
い

雨
を
も
た
ら
す
雷
神
で
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら

派
生
し
た
農
耕
神
と
し
て
の
信
仰
も
天
神
と

牛
を
結
び
つ
け
て
き
た
よ
う
で
す
。

　

各
地
の
牛
玩
具
に
描
か
れ
て
い
る
梅
模
様

に
も
注
目
で
す
。
天
神
・
菅
原
道
真
の
好
ん

だ
梅
の
花
が
、
そ
の
使
い
と
さ
れ
る
牛
の
玩

具
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
性
や
庶
民
信
仰
を
乗
せ
て
ゆ
っ
く
り

着
実
に
歩
ん
で
き
た
牛
玩
具
の
数
々
を
ど
う

ぞ
展
示
室
で
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。（
中
村
）

小幡人形の俵牛（滋賀県）

④見事に模型の養生が完成

③釘を使わず材を組み合わせる職人技 ①展示室の天井の吊りネット

②模型の上に土台の骨組みを組み立てる

　

令
和
２
年
９
月
７
日
か
ら
お
よ
そ
半
年
休

館
し
、
耐
震
対
策
と
し
て
天
井
部
に
落
下
物

防
止
の
吊
り
ネ
ッ
ト
を
取
り
付
け
る
高
知
県

発
注
の
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
地
震
等
に
よ

る
天
井
か
ら
の
落
下
物
か
ら
、
来
館
さ
れ
る

方
の
命
と
安
全
を
、
そ

し
て
県
民
の
皆
さ
ま
の

宝
で
あ
る
資
料（
作
品
）

を
守
る
た
め
の
対
策
で
、

総
合
展
示
室
、
長
宗
我

部
展
示
室
、
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
ホ
ー
ル（
吹
抜
部
）

に
設
置
し
ま
し
た
。

　

作
業
は
、
各
展
示
室

の
資
料
と
独
立
ケ
ー
ス

な
ど
を
全
て
撤
去
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
、
作

業
用
の
足
場
設
置
や
各

箇
所
の
養
生
、
ネ
ッ
ト

取
り
付
け
の
一
連
の
作

業
か
ら
足
場
な
ど
の
撤

去
ま
で
一
つ
一
つ
慎
重
、

丁
寧
に
行
い
ま
し
た
。

　

中
世
環
溝
屋
敷
群
模

型
を
覆
う
木
製
の
養
生

製
作
に
は
、
大
工
職
人

の
技
を
見
る
こ
と
も
で

き
ま
し
た
（
②
～
④
）。

　

今
後
、
館
内
に
お
け
る
準
備
を
行
い
、
４

月
29
日
（
木
・
祝
）
の
再
開
館
を
迎
え
る
と

と
も
に
、
皆
さ
ま
の
ご
来
館
を
心
よ
り
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
西
山
）

コ
ー
ナ
ー
展 

「
干え

支と

の
玩
具　

丑う
し

」

会
期
：
令
和
３
年
4
月
29
日（
木
・
祝
）～
６
月
６
日（
日
）
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れきみんニュース
　

開
館
30
周
年
を

記
念
し
て
、
長
宗

我
部
元
親
の
書
状

な
ど
、
当
館
が
こ

れ
ま
で
収
集
し
て

き
た
長
宗
我
部
氏

に
関
す
る
史
料
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
た
図
録
を
刊

行
し
ま
し
た
。

　

元
親
の
一
生
が
、
イ
ラ
ス
ト
で
ひ
と
め
で
わ
か

る
「
元
親
も
の
が
た
り
」
な
ど
、
幅
広
い
年
代
に

親
し
ん
で
も
ら
え
る
一
冊
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
買
い
求
め
い
た
だ
け
ま
す
。

　

１
冊
１
，０
０
０
円（
税
込
・
送
料
別
）で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
畑
）

●
休
館
の
た
め
、
延
ば
し
延
ば
し
に
な
って
い
た
「
第
15
回
岡

　

豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
展
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

会
期
：
令
和
３
年
７
月
９
日
（
金
）
～
８
月
29
日
（
日
）

　
　
　
　

９
時
～
17
時
（
最
終
日
は
16
時
ま
で
）

　

会
場
：
当
館
１
階
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
、
2
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

　

会
期
中
、
い
い
な
と
思
う
作
品
に
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
１
票
で
「
み
ん
な
の
お
気
に
入
り
賞
」
が
決
ま

り
ま
す
。

●
「
第
16
回
岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
募
集
も
始

　

ま
り
ま
す
！

　

募
集
期
間
：
令
和
３
年
７
月
２
日
（
金
）
～　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

10
月
24
日
（
日
）
17
時

　

今
年
も
カ
レ
ン
ダ
ー
、
つ
く
り
ま
す
！
記
念
に
な
る
、

記
憶
に
残
る
作
品
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（
総
務
事
業
課
）

図
録『
史
料
で
読
み
解
く

　

長
宗
我
部
』つ
い
に
発
売
！

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

　

休
館
し
て
い
て
も
岡
豊
山
に
春
は
き
ま
す
。
桜
も
咲
き
ま
す
。

　

せ
っ
か
く
の
春
で
す
も
の
、
ひ
と
り
で
心
置
き
な
く
、
仲
間
と
楽

し
く
！
「
岡
豊
山
を
吟
行
す
る
」
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
？

　

岡
豊
山
の
見
ど
こ
ろ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、岡
豊
山
に
は
「
自
然
が
あ
る
」。
桜
を
は
じ
め
季
節
の
花
々
、

大
き
な
ク
ス
ノ
キ
も
多
く
夏
の
深
緑
と
木
陰
も
心
地
よ
い
も
の
で
す
。

　

つ
ぎ
に
、
岡
豊
山
に
は
「
歴
史
が
あ
る
」。
こ
こ
は
長
宗
我
部
氏
の
山
城
跡
。
毎
年
３
月

の
草
刈
り
後
は
、
す
っ
き
り
と
城
跡
の
遺
構
が
よ
く
見
え
ま
す
。
戦
国
時
代
に
想
い
を
馳は

せ

る
、
こ
れ
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
岡
豊
山
に
は
「
文
化
が
あ
る
」。
長
宗
我
部
元
親
は
お
茶
を
嗜た

し
な

み
、
和
歌
を
詠よ

む
、

文
化
人
の
一
面
も
。趣
の
あ
る
茅
葺
屋
根
の
山
村
民
家
の
縁
側
で
一
服
な
ど
も
お
す
す
め
で
す
。

　

さ
あ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
岡
豊
山
を
楽
し
み
俳
句
を
詠
ん
で
、
投
句
箱
（
ポ
ス
ト
）
へ
。
じ
っ

く
り
推す

い

敲こ
う

し
て
メ
ー
ル
で
送
る
と
い
う
手
も
あ
り
。
選
句
し
て
次
回
の
岡
豊
風
日
に
掲
載
す

る
予
定
で
す
。

　

ま
た
、
岡
豊
山
を
気
に
入
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
、
ぜ
ひ
、
夏
・
秋
・
冬
に
も
。

　

ち
な
み
に
、
開
館
後
は
山
村
民
家
を
お
貸
し
で
き
ま
す
の
で
、
ゆ
っ
く
り
「
句
会
」
に
も

ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
要
申
込
み
）　　
　
　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
事
業
課
）

　
「
御
城
印
」、
お
城
フ
ァ
ン
の
来
城
記
念
と
し
て
人
気
が

あ
り
ま
す
。

　

当
館
の
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
で
も
記
念
品
と
し
て
プ
レ
ゼ

ン
ト
し
て
い
ま
す
が
（
４
月
18
日
（
日
）
ま
で
）、
長
宗

我
部
フ
ァ
ン
必
携
！
御
城
印
バ
イ
ン
ダ
ー
を
３
月
１
日
か

ら
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

グ
レ
ー
っ
ぽ
い
も
み
紙
表
紙
に
「
長
宗
我
部
」
の
文
字

と
家
紋
が
金
で
箔
押
し
。
と
て
も
渋
い
仕
上
が
り
で
す
。

　

し
か
も
！
こ
の
御
城
印
バ
イ
ン
ダ
ー
に
リ
フ
ィ
ル
10
枚

を
追
加
、
さ
ら
に
岡
豊
城
跡
の
「
御
城
印
」
ま
で
つ
け
て
、

１
，６
０
０
円
（
税
込
）
で
す
。
全
国
の
お
城
を
巡
っ
た

記
念
の
御
城
印
を
こ
の
バ
イ
ン
ダ
ー
に
ま
と
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

休
館
中
は
山
村
民
家
で
、
開
館
後
は
当
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
販
売
し
ま
す
。

　

通
信
販
売
も
受
付
中
。
初
回
分
は
１
０
０
セ
ッ
ト
準
備
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
買
い
求

め
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
事
業
課
）

岡
豊
山
で
ひ
と
ひ
ね
り
。
岡
豊
山
投
句
箱

　
　
　

締
切
：
令
和
３
年
５
月
13
日
（
木
）

御
城
印
バ
イ
ン
ダ
ー
、
新
発
売
！

第15回 最優秀賞
「岡豊山時空を巡る星」濱渦修一

元親ものがたり

表紙

私が受け付けます
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2021年 ４月〜６月の催し

https://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
111
号

令
和
３
年
３
月
31
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
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
展
〕大
人(

18
才
以
上)

470
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

370
円

　
　
　
　
　

〔
企
画
展
〕常
設
展
示
込
み
520
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

420
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

休館期間延長のお詫びと４月29日（木・祝）再開館のお知らせ
　当館の館内改修工事のための休館について、令和３年２月28日（日）までとお知らせしておりましたが、４月28日（水）まで
に変更いたしました。館のご利用を計画されていた方にはまことに申し訳ありません。４月29日（木・祝）に再開館いたしま
す。開館30周年の企画も予定しておりますので、ぜひご来館ください。

山本忠興写真
　早稲田大学大学史資料センター所蔵

予告

企画展

7月16日(金)～9月5日(日）

土佐人 山本忠興と
近代オリンピック

やまもとただおき

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展示および関連イベントは中止・内容を変更する場合がございます。

4月29日(木・祝)
〜５月16日(日)

今年は30回目の開館記念日
です。
毎回ご好評の「れきみんクイ
ズの陣」や「坂本龍馬湿板写
真（原板）」の特別公開をは
じめ、歴民を楽しむ企画が盛
りだくさんです。

2 0 年 に わ た って
撮り続けてきた工
石山の写真を初公
開。森の息づく気配
をお届けします。

岡豊山歴史公園に移築した茅葺屋根の山村民家で、定期
的に囲炉裏に火を入れます。次回は6月19日（土）開催

長宗我部氏の居城・岡豊城で
戦国の歴史を学ぼう！

天然写真家　前田博史写真展

森ノ気配 Ｒ３ 工
く

石
いし

民家で囲炉裏の火焚き

●特別対談
　｢足もとの歴史を語ろう！－高知の歴史文化と歴民館－」
　5月22日(土）14:00～16:00
　講師：吉澤文治郎氏、楠瀬慶太氏
　要予約・先着50名・観覧料要
●ミュージアムトーク（担当者による展示解説）
　５月３日(月・祝)14:30～15:00､15日(土)・６月19日(土)14:00～14:30
　予約不要・観覧料要　　講師：担当学芸員

●特別企画
　「平成ゆるキャラばなし」
　13:00～14:00
●ワクワクワーク
　「昔の赤外線カメラ公開
　実験」10:00～11:00
　講師：岡本桂典(当館副館長）
●企画展ミュージアムトーク
　14:30～15:00

当館は今年、開館30周年を迎えま
す。館の足跡を企画展のポスターや
写真等でたどり、平成の出来事や
生活の変化と重ねて振り返ります。

4月29日(木・祝)～
6月27日(日）会期中無休

開館30周年記念企画展

わたしたちの30年 －歴民の歩みと平成の土佐－

館公式マスコットキャラクター
もとちかくん

高知県イメージキャラクター
くろしおくん

れきみんの日（開館記念日）
５月３日（月･祝）は   　　

観覧無料！

干
え

支
と

の玩具

うし

4月29日(木・祝)〜６月６日(日)

コーナー展

山﨑茂氏の郷土玩具コレクションを中心に、
干支の丑にちなんだ牛の玩具を展示します。

丑
赤べこ（福島県）

５月１5日（土）10:00～16:00
迫力満点の鉄砲隊演武やステージイベント、 講演会などで戦国
時代を堪能！

投句箱を設置しました。岡豊山や山村民家で詠んだあなたの俳句
を募集中。5月13日（木）まで

第12回 長宗我部フェス

岡豊山でひとひねり。岡豊山投句箱


