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キ
　
ヂ

資
料
見
聞

　

木き

地ぢ

師し

の
作
っ
た
器
で
す
。
木
地
師
は

山
々
を
移
動
し
な
が
ら
椀
や
鉢
、
盆
な
ど
を

製
作
し
て
い
た
漂
泊
の
民
で
し
た
。
本
拠
は

近
江
国
（
滋
賀
県
）
に
あ
り
ま
し
た
が
、
良

材
を
求
め
て
全
国
の
山
々
を
回
り
ま
し
た
。

椀
を
作
る
の
に
必
要
な
ロ
ク
ロ
を
発
明
し
た

惟こ
れ

喬た
か

親し
ん

王の
う

を
祖
神
と
し
、
木
地
屋
は
全
国
ど

こ
の
山
で
木
を
伐
っ
て
も
良
い
と
い
う
伝
承

が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
土
佐
に
も
多

く
の
木
地
師
が
い
て
、
今
で
も
神
社
の
中
に

木
地
師
が
作
っ
た
お
供
え
用
の
木
の
器
を
見

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

本
資
料
は
精
米
を
し
た
米
や
雑
穀
を
す
く

う
た
め
な
ど
に
用
い
た
器
で
、
キ
ヂ
と
い
う

名
前
に
も
木
地
師
の
作
で
あ
る
名
残
を
と
ど

め
て
い
ま
す
。

　

杉
本
壽
『
木
地
師
制
度
の
研
究
』
第
２
巻

に
は
、
大
野
見
村
字
島
ノ
川
・
下
ル
川
の
木

椋
家
に
つ
い
て
「
俗
に
木
地
と
呼
ば
れ
て
い

る
穀
物
を
掬
う
器
具
を
多
く
製
造
し
て
い
た

ら
し
く
、
雑
穀
栽
培
の
中
世
期
に
あ
っ
て
は

各
家
庭
の
必
需
品
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
需

要
は
極
め
て
大
き
か
っ
た
ら
し
い
」（
740
Ｐ
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
キ
ヂ
は
高
知
県
の

山
深
い
山
村
に
は
分
布
し
て
い
た
よ
う
で
、

『
高
知
県
方
言
辞
典
』
に
は
、「
き
ぢ
」
の
項
に
、

東
津
野
、
物
部
香
北
、
本
山
、
池
川
、
梼
原

が
出
て
い
ま
す
。
桂
井
和
雄
さ
ん
の
「
山
村

民
具
の
話
」
に
よ
る
と
土
佐
郡
の
一
部
で
は

ス
ク
イ
、
幡
多
郡
で
は
キ
ヂ
ク
リ
と
言
っ
た

よ
う
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）

キヂ　　個人蔵
木地師が作った穀物をすくう道具。ロクロに取り付けて回転させ、刃物で削った痕の同心円が見える。
全面に出た木目が美しい。径18㎝。

〈高知県立歴史民俗資料館だより・おこうふうじつ〉 第105号　平成31年(2019)３月30日
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企
画
展 

「
土
佐・
木
の
民
具
も
の
が
た
り
」

会
期
：
平
成
31
年
４
月
26
日（
金
）～
６
月
30
日（
日
）

梅
野
光
興

　

民
具
は
、
一
般
の
人
が
使
っ
て
き
た
暮
ら

し
や
仕
事
の
道
具
で
す
。
ワ
ラ
や
竹
な
ど
身

近
に
あ
る
材
料
で
作
ら
れ
た
も
の
が
多
い
の

で
す
が
、
最
も
多
い
素
材
は
木
で
し
ょ
う
。

　

高
知
県
は
森
林
率
が
84
％
の
森
林
県
で
す
。

山
々
の
木
々
は
木
材
や
薪
と
し
て
出
荷
さ
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
土
地
の

人
が
暮
ら
す
家
や
生
活
道
具
に
も
使
わ
れ
ま

し
た
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
民
具
の
展
示

を
と
お
し
て
、
高
知
に
住
む
人
々
の
木
の
利

用
の
一
端
を
垣
間
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

木
の
素
材
を
活
か
し
た
民
具

　

最
初
は
木
の
枝
を
あ
ま
り
加
工
せ
ず
使
う

例
で
す
。
木
の
幹
や
枝
の
特
徴
を
活
か
し
て

使
っ
て
い
る
民
具
で
、
素
朴
な
面
白
さ
が
あ

写真１　エブリ

り
ま
す
。
写
真
１
は
、
水
田
を
馬
鍬
で
耕
し

た
後
に
土
の
表
面
を
な
ら
す
エ
ブ
リ
で
す
が
、

長
い
木
の
幹
を
そ
の
ま
ま
柄
に
し
て
い
て
、

先
端
を
二
つ
に
割
っ
て
板
に
差
し
こ
ん
で
い

ま
す
。
一
方
、
木
の
又
に
な
っ
た
部
分
を
利

用
す
る
民
具
も
あ
り
ま
す
。
自
在
鉤か

ぎ

の
鍋
を

掛
け
る
部
分
や
、
運
搬
具
の
オ
イ
コ
の
鉤
で

す
。
コ
モ
を
編
む
コ
マ
セ
と
い
う
道
具
を
支

え
る
逆
Ｙ
字
型
の
足
も
又
状
の
木
を
二
つ
に

割
っ
て
使
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
香
美
市
物

部
町
別べ

府ふ

で
は
コ
ー
カ
ギ
と
い
う
又
に
な
っ

た
木
を
よ
く
使
っ
た
そ
う
で
す
。

　

木
を
棒
に
し
て
使
う
例
に
は
運
搬
具
の

オ
ー
ク
や
サ
ス
、
鍬
の
柄
な
ど
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
ら
は
か
な
り
加
工
し
て
い
ま
す
。

刳く

る
・
剥は

ぐ

　

次
に
木
を
刳
っ
て
作
ら
れ
た
民
具
で
す
。

餅
搗つ

き
用
の
臼
は
石
製
が
多
い
で
す
が
、
山

間
部
に
は
木
を
刳
っ
て
作
っ
た
搗
き
臼
も
あ

り
ま
し
た
。
挽
き
臼
の
粉
を
受
け
る
台
に
も
、

木
を
刳
っ
て
作
っ
た
物
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

木
地
師
が
作
っ
た
椀
や
鉢
は
「
挽
き
物
」

と
言
い
ま
し
た
（
１
頁
写
真
）。
ロ
ク
ロ
を

使
っ
て
椀
や
鉢
を
回
転
さ
せ
切
削
し
て
作
る

こ
と
を「
挽
く
」と
言
っ
た
か
ら
で
す
。
山
々

を
渡
り
歩
く
木
地
屋
は
神
秘
視
さ
れ
、
そ
の

墓
の
あ
る
場
所
に
は
ふ
だ
ん
は
人
が
近
づ
か

な
い
と
い
う
所
も
あ
り
ま
す
。

　

木
の
皮
を
剥
ぎ
、
丸
め
て
容
器
を
作
る
方

法
も
近
年
ま
で
県
内
の
山
中
に
伝
え
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
方
法
で
作
ら
れ
た
容
器
を

曲
げ
物
と
言
い
ま
す
。
何
枚
も
の
ク
レ
（
木

の
板
）
を
竹
の
タ
ガ
で
締
め
る
「
結
い
桶
」

が
普
及
す
る
ま
で
は
曲
げ
物
の
桶
が
一
般
的

で
し
た
。
物
部
町
な
ど
山
深
い
所
で
は
村
人

が
ケ
ヤ
キ
の
皮
を
剥
い
で
穀
物
を
貯
蔵
す
る

桶
（
写
真
２
）
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。

写真4　裁縫箱

写真2　ケヤキの皮を曲げて作る桶

写真３　木の板を組んで作る桶写真5　桧笠
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加
工
用
具
の
発
達
と
道
具
の
多
様
化

　

こ
こ
ま
で
は
、
木
の
形
や
皮
を
活
か
し
て

道
具
を
作
る
例
を
あ
げ
ま
し
た
が
、
鋸
な
ど

の
刃
物
が
発
達
す
る
と
、
薄
く
、
幅
の
狭
い

板
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
生

産
で
き
る
道
具
の
範
囲
が
広
が
り
ま
し
た
。

結
い
桶
や
箱
は
そ
れ
に
よ
っ
て
普
及
し
て

い
っ
た
民
具
で
す
。
自
然
物
を
利
用
し
た
道

具
は
木
の
大
き
さ
に
制
限
さ
れ
ま
す
が
、
一

本
の
木
か
ら
い
く
つ
も
の
パ
ー
ツ
を
作
っ
て
、

そ
れ
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
様
々

な
形
と
大
き
さ
の
桶
（
写
真
３
）
が
生
み
出

さ
れ
ま
し
た
。
箱
も
長
持
な
ど
の
大
き
な
物

か
ら
小
物
入
れ
ま
で
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
広

が
り
ま
し
た
。
複
雑
な
作
り
の
タ
ン
ス
も
技

術
の
発
展
の
賜
物
で
す
（
写
真
４
）。
ダ
ン

ボ
ー
ル
が
無
い
時
代
は
木
箱
が
物
を
収
納
し

写真９　木槌で棟木を叩いて木霊荒神を送るいざなぎ流太夫

写真７　桶作りの道具
 上／用途に応じて使い分ける鉋、右下／センとヤリガンナ

写真６　カンナの使い方を示す桶職人　芝㟢真喜雄さん

写真８　マイヂョーナ

持
ち
運
ぶ
容
れ
物
で
し
た
。

　

本
山
町
の
桧
笠
（
写
真
５
）
は
、
白し

ら

髪が

山

の
豊
富
な
桧
を
材
料
に
経
木
を
カ
ン
ナ
で
削

り
機は

た

で
織
り
、
ミ
シ
ン
で
縫
い
合
わ
せ
て
特

産
品
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
民
具
を
作
っ
た
り
、
建
物
を
建

て
る
た
め
に
活
躍
し
た
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な

加
工
用
具
で
す
。
大
工
用
具
に
は
鋸
、
鑿の

み

、

鉋カ
ン
ナ

な
ど
が
あ
り
、
用
途
や
場
面
に
応
じ
て
さ

ま
ざ
ま
な
形
状
の
道
具
を
使
い
分
け
ま
し
た

（
写
真
８
）。
例
え
ば
桶
屋
は
、
湾
曲
し
た
内

側
を
削
る
鉋
、
外
側
を
削
る
鉋
な
ど
、
用
途

や
大
き
さ
に
応
じ
た
独
特
の
道
具
を
持
っ
て

い
ま
し
た
（
写
真
６
・
７
）。

　

材
料
に
な
る
木
を
切
り
出
す
杣そ

ま

、
運
び
出

す
日ひ

傭よ
う

、
製
材
す
る
木
挽
き
、
木
を
使
っ
て

家
を
建
て
る
大
工
、
小
さ
い
道
具
や
家
具
を

作
る
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
職
人
た
ち
、
と
木
材

の
利
用
を
め
ぐ
っ
て
は
色
々
な
職
種
の
人
々

が
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

木こ

霊だ
ま

に
対
す
る
信
仰

　

山
々
に
生
え
て
い
る
木
を
伐
採
し
て
人
間

の
た
め
に
使
う
た
め
に
は
、
木
に
宿
る
木
霊

を
抜
い
て
山
に
返
す
呪
法
が
必
要
で
し
た
。

大
工
は
木
霊
送
り
の
儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
い

ま
し
た
（
写
真
９
）。
た
だ
し
、
そ
う
や
っ

て
家
や
舟
を
作
り
上
げ
た
大
工
は
ま
た
別
の

霊
魂
を
家
や
舟
に
収
め
る
の
で
し
た
。
舟
に

は
船ふ

な

霊だ
ま

と
呼
ば
れ
る
男
女
一
対
の
人
形
を
収

め
ま
す
。
家
で
は
そ
こ
ま
で
顕
著
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
人
柱
の
伝
説
は
全
国
に
広
が
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
木
の
魂
を
抜
い
た
ま

ま
で
は
、
家
や
舟
は
機
能
せ
ず
、
何
か
別
の

魂
を
吹
き
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え

の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
し
ょ
う
。

木
の
文
化
に
親
し
も
う

　

木
の
文
化
に
親
し
ん
で
頂
こ
う
と
、
連
休

期
間
中
の
５
月
３
日
（
金
・
祝
）
か
ら
５
日

（
日
）
ま
で
、
木
の
玉
プ
ー
ル
や
ま
ま
ご
と

セ
ッ
ト
な
ど
木
の
お
も
ち
ゃ
コ
ー
ナ
ー
を
設

け
る
ほ
か
、
５
月
３
日
「
れ
き
み
ん
の
日
」

に
は
、
土
佐
の
職
人
さ
ん
に
よ
る
大
工
や
左

官
仕
事
の
実
演
を
、
ま
た
、
３
日
と
４
日
は

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
ま
す
。
６
日
に

は
、
武
蔵
野
美
術
大
学
の
神
野
善
治
先
生
に
、

木
の
民
具
の
形
に
つ
い
て
興
味
深
い
お
話
し

を
う
か
が
い
ま
す
。
展
示
に
加
え
て
、
関
連

企
画
も
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。



－4－

い
。
も
の
す
ご
く
上
手
い
。
き
っ
ち
り
し
た

性
分
で
癇か

ん

が
強
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
オ
ガ
は
、

こ
の
土
地
の
も
の
と
し
て
は
古
い
が
、
使
い

こ
ま
れ
て
い
な
い
。
木
挽
き
と
し
て
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
す
る
と
体

が
弱
い
か
、
人
と
の
つ
き
あ
い
が
う
ま
く
い

か
な
か
っ
た
か
…
」
そ
ん
な
風
に
見
え
る
ん

だ
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
道
具
に
頼
っ
て

暮
ら
し
て
い
た
切
実
さ
や
使
い
手
の
技
量
や

立
場
が
一
つ
一
つ
の
道
具
に
重
な
っ
て
い
る

ん
で
す
。
オ
ガ
と
は
ど
の
よ
う
な
道
具
か
と

い
う
一
般
的
な
説
明
だ
け
で
は
な
く
て
目
の

前
の
道
具
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
が
大
切
な

ん
で
す
。
こ
う
い
う
形
で
１
丁
１
丁
の
持
っ

て
い
る
情
報
を
20
、
30
と
集
め
て
い
く
と
地

域
の
姿
が
見
え
て
来
ま
す
。
豊
永
の
100
丁
の

オ
ガ
か
ら
わ
か
っ
た
こ
の
地
域
の
木
挽
き
仕

事
は
、
専
門
職
人
を
輩
出
す
る
レ
ベ
ル
で
は

根
付
か
ず
、
農
間
稼
ぎ
で
終
わ
っ
た
と
い
う

結
論
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
の
人
た
ち

へ
の
問
い
か
け
に
も
な
り
ま
す
。
お
じ
い
さ

ん
た
ち
が
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
壁
に
対
し
て
、

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
も
っ
て
い
く

ん
だ
ろ
う
。
そ
こ
ま
で
考
え
る
こ
と
で
集
め

ら
れ
た
道
具
が
生
き
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。

◆
納
屋
か
ら
見
え
る
近
代

　

そ
の
土
地
の
生せ

い

産さ
ん

暦れ
き

を
作
る
と
し
ま
し
ょ

う
。
稲
作
、
畑
作
な
ど
季
節
ご
と
の
農
作
業

の
表
を
作
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
大
事

な
こ
と
で
す
が
、
あ
る
時
、
平
面
的
に
品
目

を
並
べ
た
メ
ニ
ュ
ー
に
過
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
も
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

個
々
の
家
は
そ
の
い
く
つ
も
の
仕
事
の
中
か

ら
家
族
の
力
量
や
才
覚
を
考
え
て
、
耕
地
や

労
働
力
を
配
分
し
、
一
年
間
の
仕
事
を
決
め

て
い
き
ま
す
。
そ
の
土
地
一
般
の
農
事
暦
と

い
う
も
の
は
な
い
ん
で
す
。

　

一
軒
一
軒
の
農
家
の
性
格
や
息
づ
か
い
は

農
家
の
納
屋
が
語
っ
て
く
れ
ま
す
。
納
屋
の

民
具
の
配
置
に
、
使
い
手
の
意
志
や
生
産
形

態
が
反
映
し
て
い
る
ん
で
す
。
50
年
前
の
納

屋
を
そ
の
ま
ま
復
原
し
た
ら
、
ど
ん
な
展
示

よ
り
も
多
く
の
事
柄
を
語
っ
て
く
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◆
土
佐
打
刃
物
の
特
徴

　

高
知
は
日
本
有
数
の
刃
物
の
産
地
で
す
。

大
き
な
特
徴
は
山
林
用
刃
物
の
技
術
が
高
い

こ
と
で
す
。
鍛
冶
屋
は
刀
鍛
冶
と
実
用
品

を
作
る
野
鍛
冶
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
窪

川
（
四
万
十
町
）
の
鍛
冶
屋
の
梶
原
照
雄
さ

ん
に
、
日
本
の
野
鍛
冶
の
代
表
と
し
て
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
会
に
出
て
も
ら
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
高
知
に
は
そ
れ
く
ら
い
技

術
力
の
高
い
鍛
冶
屋
が
い
る
ん
で
す
。

　

土
佐
鋸
の
産
地
は
片
地
村
（
香
美
市
土
佐

山
田
町
）
で
し
た
が
、
明
治
12
年
の
片
地
村

誌
に
鋸
は
出
て
い
ま
せ
ん
。
カ
ン
ザ
シ
が
特

産
で
し
た
。
そ
れ
が
、
片
地
村
の
中
の
山
田

島
は
戸
数
60
軒
の
内
20
軒
が
ノ
コ
鍛
冶
の
親

方
に
な
っ
た
。
ノ
コ
鍛
冶
は
分
業
体
制
な
の

で
、
親
方
以
外
の
家
も
何
ら
か
の
形
で
鋸
に

関
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
山
田
島
は
鋸

鍛
冶
の
村
に
な
っ
た
ん
で
す
。

　

製
品
を
売
り
に
行
っ
た
の
が
職
人
だ
っ
た

こ
と
も
土
佐
の
特
徴
で
す
。
九
州
な
ど
へ
出

か
け
て
行
き
、
使
っ
て
い
る
人
の
所
へ
行
っ

て
使
い
勝
手
の
良
い
物
を
作
っ
た
。
兵
庫
県

三
木
や
福
井
県
武
生
が
問
屋
や
行
商
人
に

よ
っ
て
販
路
を
広
げ
て
い
っ
た
の
と
は
違
い

ま
す
。

　

洋
鋼
の
普
及
が
製
品
を
作
る
ス
ピ
ー
ド
を

上
げ
、
郵
便
制
度
に
よ
り
遠
く
の
顧
客
が
増

え
る
…
。
土
佐
打
刃
物
の
発
展
は
近
代
に
起

こ
っ
た
こ
と
で
し
た
。  

  

片
地
に
起
こ
っ
た
近
代
の
変
化
は
、
山
間

の
村
に
も
波
及
し
て
い
き
ま
し
た
。豊
永（
大

豊
町
）
の
サ
ラ
エ
と
い
う
鍬
は
昔
は
ヒ
ツ
穴

（
柄
を
さ
し
こ
む
穴
）
が
外
に
出
て
い
ま
し

た
。
豊
永
の
鍛
冶
屋
に
は
ヒ
ツ
穴
を
出
さ
ず

に
作
る
技
術
が
無
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が

山
田
で
修
行
し
た
鍛
冶
屋
さ
ん
が
出
来
て
作

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
納
屋
に
か
か
っ

て
い
る
鍬
や
鎌
に
は
そ
の
よ
う
な
変
化
も
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。
歴
史
年
表
と
は
異
な
る
時

代
の
流
れ
も
、
暮
ら
し
の
歴
史
と
し
て
考
え

て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
要
約
・
文
責　

梅
野
）

講
演
会
か
ら
（
平
成
30
年
12
月
２
日
）  

 
「
土
佐
の
民
具
に
見
る
時
代
と
社
会 

 　

─
農
具
と
山
林
用
具
を
中
心
に
─
」

◆
高
知
と
の
出
会
い

　

私
は
学
生
の
頃
初
め
て
高
知
に
来
ま
し
た
。

四
国
を
一
ヶ
月
か
け
て
縦
断
し
て
い
ま
し
た

が
、
ち
ょ
う
ど
梼
原
町
に
入
っ
た
時
に
雨
が

降
り
出
し
、
商
人
宿
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
50
才
ぐ
ら

い
ま
で
ず
っ
と
高
知
を
歩
い
て
き
ま
し
た
。

今
日
お
話
し
す
る
の
は
、
私
が
若
い
頃
か
ら

中
年
に
な
る
ま
で
の
高
知
県
の
イ
メ
ー
ジ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
道
具
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報

　

道
具
は
い
ろ
ん
な
情
報
を
も
っ
て
い
ま
す
。

20
代
の
頃
、
大
豊
町
で
民
俗
資
料
を
集
め
る

の
を
手
伝
っ
て
、
オ
ガ
（
木こ

挽び

き
鋸の

こ

）
が
100

丁
集
ま
り
ま
し
た
。
木
挽
き
の
お
じ
さ
ん

に
、
こ
の
オ
ガ
を
見
て
わ
か
る
こ
と
を
全
部

教
え
て
く
れ
と
頼
み
ま
し
た
。
す
る
と
と
ん

で
も
な
い
こ
と
を
言
い
出
す
ん
で
す
。「
こ

の
鋸
の
持
ち
主
が
誰
な
の
か
は
知
ら
ん
。
だ

が
、
腕
の
良
い
人
だ
が
仕
事
に
は
恵
ま
れ
な

か
っ
た
人
だ
ろ
う
。
親
方
と
折
り
合
い
が
悪

か
っ
た
の
か
も
知
れ
ん
し
、
神
経
質
で
体
が

弱
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」。
な
ぜ
そ
ん

な
こ
と
が
わ
か
る
の
か
と
聞
く
と
、「
木
挽

き
は
目
立
て
で
腕
が
良
い
か
悪
い
か
は
ひ
と

め
で
わ
か
る
。
こ
の
オ
ガ
の
目
立
て
は
上
手

元
神
奈
川
大
学
教
授　

香
月
洋
一
郎
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遠
き
佐
倉
の
地
に
眠
る
香
宗
我
部
一
族

中
学
生
の
真
剣
！  

障
子
貼
り

香
美
市
の
く
ら
し
と
民
具 

～
も
の
・
ひ
と
・
こ
と
～
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
催

　

江
戸
時
代
初
期
、
下
総
国
佐
倉
（
現
千
葉

県
佐
倉
市
）
に
は
、
江
戸
城
防
衛
の
要
と
し

て
佐
倉
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。
以
後
明
治
維

新
ま
で
の
間
に
、
20
人
の
譜
代
大
名
が
配
置

さ
れ
ま
し
た
が
、
最
も
長
く
城
主
を
勤
め
た

の
が
堀
田
氏
一
族
で
し
た
。

　

こ
の
堀
田
氏
の
初
代
正
盛
は
、
春か

す
が
の
つ
ぼ
ね

日
局
の

周
旋
に
よ
り
、
長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の
牢
人

を
召
し
抱
え
ま
し
た
。
そ
の
名
を
香
宗
我
部

貞
親
と
い
い
ま
す
。
貞
親
の
父
は
、
長
宗
我

部
元
親
の
実
弟
・
香
宗
我
部
親
泰
と
い
い
、

か
つ
て
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
に
も
そ
の
名

を
知
ら
れ
た
名
将
で
し
た
。
長
宗
我
部
家
改

易
の
後
、
土
佐
を
出
た
貞
親
は
、
一
旦
肥
前

の
寺
沢
広
高
に
仕
官
し
ま
す
が
、
そ
の
後
牢

人
と
な
り
江
戸
・
知
足
院
で
逼ひ

っ

塞そ
く

し
て
い
ま

し
た
。
正
盛
に
仕
官
が
か
な
っ
た
の
は
、
何

と
寛
永
12
年
（
１
６
３
５
）、
45
歳
の
時
の

こ
と
で
し
た
。 

 

貞
親
以
降
、
そ
の
子
孫
達
は
、
紆
余
曲
折

を
経
な
が
ら
も
、
同
家
の
重
臣
と
し
て
仕
え

ま
し
た
。
香
宗
我
部
家
の
至
宝
（
伝
親
泰
所

用
甲
冑
や
『
香
宗
我
部
家
伝
証
文
』
等
）
を

伝
え
た
の
は
、
香
宗
我
部
隼
人
雅
親
の
系
統

で
、
同
家
は
代
々
番
頭
役
・
年
寄
役
を
勤
め

ま
し
た
（
香
宗
我
部
豁
志｢

長
宗
我
部
直
系

下
の
香
宗
我
部
氏｣

）。 

　

佐
倉
市
の
宗そ

う

圓え
ん

寺じ

（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
、

寛
永
16
年
建
立
）
に
は
、
香
宗
我
部
左
近
貞

親
を
は
じ
め
、
佐
倉
藩
の
執
政
（
年
寄
役
）

を
勤
め
た
香
宗
我
部
家
歴
代
の
当
主
と
そ
の

一
族
が
静
か
に
眠
っ
て
い
ま
す
。

  

当
館
で
は
、
平
成
31
年
４
月
19
日
～
６
月

２
日
の
期
間
、
コ
ー
ナ
ー
展
「
長
宗
我
部
家

の
外
交
官
―
香
宗
我
部
親
泰
の
遺
品
―
」
に

お
い
て
、
前
述
し
た
伝
親
泰
所
用
の
甲
冑
、

陣
羽
織
、
射い

籠ご

手て

、
笹さ

さ

穂ほ

槍や
り

等
の
遺
品
（
香

宗
我
部
一
良
氏
寄
贈
）
と
、
長
宗
我
部
家
の

外
交
参
謀
と
し
て
活
躍
し
た
片
鱗
を
示
す
古

文
書
（
浜
家
文
書
）
を
一
堂
に
展
示
い
た
し

ま
す
。　

     　
　

   　
　
　
　
　
（
野
本
）

左から２番目が貞親の墓で、中台表面には
武田菱（香宗我部紋）と鳩

かた

酢
ばみ

草紋（長宗我部紋）が彫られている

　

当
館
の
屋
外
展
示
・
旧
味
元
家
住
宅
主
屋
（
通
称
・

民
家
）
に
は
昔
な
つ
か
し
い
縁
側
も
あ
り
、
岡
豊
山
公

園
の
散
策
で
ち
ょ
っ
と
一
息
入
れ
る
の
に
最
適
で
す
。

団
体
で
来
館
し
た
小
学
生
が
、
囲
炉
裏
の
ぬ
く
も
り
を

感
じ
た
り
、
昔
の
暮
ら
し
の
話
を
聞
い
た
り
学
校
の
授

業
に
も
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

写
真
は
、
昨
年
秋
に
行
わ
れ
た
南
国
市
立
鳶
ヶ
池
中

学
校
の
職
場
体
験
の
一
コ
マ
で
す
。
中
学
生
２
名
が

民
家
の
障
子
の
貼
り
替
え
に
力
を
貸
し
て
く
れ
た
の
で
、

燻
ぼ
っ
た
障
子
が
見
違
え
る
よ
う
に
白
く
な
り
ま
し

た
。
先
日
も
、
ま
ほ
ろ
ば
地
区
女
性
部
の
皆
さ
ん
が

ぜ
ん
ざ
い
を
ふ
る
ま
う
な
ど
、
民
家
は
さ
ま
ざ
ま
な

行
事
の
舞
台
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。　
　
（
中
村
）

　

平
成
30
年
11
月
10
日
（
土
）、
第
７
回
旧
大
栃
高

校
民
俗
資
料
一
般
公
開
の
会
場
で
、
山
田
高
校
の
生

徒
さ
ん
と
高
知
県
立
大
学from

 ZERO

　

の
メ
ン

バ
ー
に
よ
る
民
具
調
査
の
報
告
会
が
お
こ
な
わ
れ
ま

し
た
。
と
も
に
民
具
を
ツ
ー
ル
に
高
齢
者
と
若
者
や

子
ど
も
が
ふ
れ
あ
う
き
っ
か
け
を
作
る
点
は
共
通
し

て
い
ま
し
た
。
高
校
生
は
「
古
民
家
公
民
館
」
と
題

し
、
古
民
家
を
改
装
・
再
利
用
し
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の

民
具
を
使
っ
て
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と
で
子
ど
も
に
も

興
味
を
も
っ
て
も
ら
い
、
高
齢
者
と
の
交
流
の
場
に

し
、
地
域
の
衰
退
を
止
め
よ
う
、
と
提
言
。
カ
ラ
サ

オ
を
使
っ
た
モ
グ
ラ
叩
き
ゲ
ー
ム
な
ど
柔
軟
な
ア
イ

デ
ア
が
光
っ
て
い
ま
し
た
。 　
　
　
　

 　
（
梅
野
）
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約
２
年
間
に
わ
た
り
親
し
ま
れ
た

　
　
　
　

岡
豊
城
跡
詰
の
櫓
、遂
に
閉
場

岡
本　

桂
典

　

平
成
29
年
3
月
31
日
、「
志
国
高
知　

幕

末
維
新
博
」
の
開
催
に
あ
わ
せ
、
岡
豊
山
の

国
史
跡
・
岡
豊
城
跡
山
頂
部
（
標
高
97
ｍ
）

の
詰
に
あ
げ
ら
れ
た
仮
設
の
櫓
（
幅
9.1
ｍ
・

奥
行
7.1
ｍ
・
高
さ
9.7
ｍ
）
が
、
平
成
31
年
２

月
末
を
も
っ
て
約
２
年
間
の
公
開
を
終
了
し
、

解
体
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
年
末
年

始
と
荒
天
時
を
除
き
9
～
17
時
ま
で
一
般
に

無
料
公
開
さ
れ
、
櫓
２
階
か
ら
市
街
地
が
一

望
で
き
る
こ
と
で
と
て
も
人
気
が
あ
り
、
県

内
外
か
ら
多
く
の
来
場
者
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
29
年
４
月
１
日
～
平
成
30
年
３
月
31
日

ま
で
の
入
場
者
は
２
６
、５
９
９
人
で
し
た
。

平
成
31
年
2
月
９
日
で
4
万
人
と
な
り
、
総

来
場
者
は
４
１
，
６
９
８
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

櫓
設
置
に
伴
い
国
史
跡
・
岡
豊
城
跡
の
案

内
を
土
・
日
・
祝
日
の
10
時
と
14
時
か
ら
実

施
し
ま
し
た
（
定
時
以
外
の
予
約
案
内
も
実

施
）。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
方
等
を
配

置
し
、
土
佐
弁
の
ガ
イ
ド
さ
ん
が
と
て
も
好

評
で
し
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
の
中
に
は
、

毎
日
体
力
作
り
の
た
め
、
早
朝
よ
り
岡
豊
山

に
登
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
遠
方
よ

り
自
転
車
で
館
ま
で
来
て
ガ
イ
ド
を
さ
れ
る

方
、
朝
か
ら
夕
方
５
時
ま
で
一
日
ガ
イ
ド
を

務
め
る
強
者
も
。
岡
豊
城
跡
と
櫓
を
巡
る
ガ

イ
ド
さ
ん
は
熱
き
方
達
な
の
で
す
。

　

櫓
が
あ
が
っ
た
時
に
作
成
し
た
の
が
『
国

史
跡　

岡お

豊こ
う

城じ
ょ
う

跡あ
と

ふ
ら
り
散
策
綴
り
』
で

す
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
紙
に
は
、
少
し

の
雨
に
濡
れ
て
も
大
丈
夫
な
紙
を
用
い
、
現

在
の
地
形
図
に
岡
豊
城
跡
の
縄
張
り
図
を
挿

入
し
た
地
図
を
入
れ
、
館
の
受
付
や
櫓
で
配

布
し
ま
し
た
。

　

櫓
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
地
元
の
方

に
櫓
の
監
視
と
詰
や
園
路
の
清
掃
等
を
お
願

い
し
た
こ
と
で
す
。
夏
は
、
扇
風
機
と
蚊
取

り
線
香
を
焚
き
、
強
風
の
雨
の
日
に
は
、
建

物
内
に
雨
が
否
応
な
し
に
入
り
込
み
板
屋
根

の
た
め
雨
漏
り
が
発
生
し
た
際
に
は
、
建
物

内
の
排
水
作
業
を
行
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
冬

は
、
電
気
ス
ト
ー
ブ
一
つ
で
、
寒
風
の
中
、

交
代
で
監
視
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
櫓
最
大

の
危
機
は
、
平
成
29
年
10
月
の
台
風
21
・
22

号
に
よ
る
暴
風
雨
で
し
た
。
櫓
は
重
量
を
か

け
て
設
計
、
建
築
し
て
い
た
だ
い
た
お
陰
で

無
事
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
詰
の
楠
が
、
根
を

櫓内の展示パネル

２年間詰にあげられた櫓「長宗我部氏岡豊城址」より臨む

平成29年10月の台風で倒れかけた詰の楠

 櫓の中で案内するガイドさん（中央柱）

持
ち
上
げ
ら
れ
、
櫓
方
向
に
傾
い
て
い
た
の

で
す
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
風
速
30
ｍ
の
風

が
吹
い
た
の
で
す
か
ら
。
岡
豊
山
で
は
桜
が

20
本
、
楠
が
20
本
の
倒
木
等
の
被
害
が
発
生
、

こ
の
時
も
地
元
の
公
民
館
長
さ
ん
が
倒
木
の

処
理
に
大
活
躍
し
て
く
れ
ま
し
た
。

  

平
成
31
年
１
月
13
・
14
日
に
は
「
長
宗
我

部
元
親
ラ
リ
ー
」
で
20
時
ま
で
櫓
の
夜
間
開

場
を
行
い
、
来
場
者
に
は
櫓
か
ら
見
え
る
夜

景
を
堪
能
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

櫓
の
中
に
は
、
岡
豊
城
跡
や
破
壊
さ
れ
た

岡
豊
山
に
あ
っ
た
古
墳
の
解
説
パ
ネ
ル
、
100

名
城
の
写
真
パ
ネ
ル
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。

平
成
29
年
4
月
６
日
に
は
、
続
100
名
城
に
選

定
さ
れ
、
記
念
ス
タ
ン
プ
を
櫓
入
口
に
も
設

置
し
ま
し
た
。
第
13
回
岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
で
も
、
櫓
大
賞
を
設
け
る
な
ど
記
憶

に
残
る
熱
き
櫓
の
約
２
年
間
が
２
月
28
日
静

か
に
閉
場
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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れきみんニュース

　

平
成
31
年
１
月
14
日
（
月
・
祝
）、
岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
表
彰
式
を
行
い
ま
し
た
。
天
然
写
真
家
前
田
博
史
氏

と
当
館
館
長
ら
が
審
査
し
、
応
募
総
数
51
点
か
ら
選
ば
れ
た

み
な
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
前
田
氏
の
コ
メ
ン

ト
も
含
め
、
作
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
審
査
で
満
場
一
致
で
決
定
し
た
の
が
最
優
秀
賞

「
春し

ゅ
ん

陽よ
う

の
時と

間き

」。
仲
む
つ
ま
じ
い
二
人
の
談
笑
が
聞
こ
え
て

く
る
よ
う
な
幸
せ
感
の
あ
る
作
品
で
す
。
桜
も
ほ
こ
ろ
び
、

香
り
も
し
て
き
そ
う
で
す
。

　

次
に
、
優
秀
賞
「
待
望
の
桜
満
開
」
は
、
県
道
か
ら
歴
民

館
へ
あ
が
る
最
初
の
カ
ー
ブ
の
桜
と
流
れ
る
よ
う
な
車
を
捉

え
た
も
の
。
夜
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
少
し
暗
い
ト
ー
ン
で
非

日
常
感
が
漂
い
ま
す
。
写
真
の
知
識
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
な
い

と
撮
れ
な
い
「
作
品
」
で
す
。

　

同
じ
く
優
秀
賞
「
木
陰
」
は
、
岡
豊
山
の
森
を
淡
い
消
え
入
り
そ
う
な
色
調
で
仕
上
げ
た

メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
作
品
。
緑
の
濃
い
季
節
の
撮
影
で
す
が
、
淡
い
色
調
に
仕
上
げ
た
の
が

功
を
奏
し
審
査
員
の
心
も
ふ
ん
わ
り
さ
せ
ま
し
た
。
高
校
生
の
作
品
で
今
後
に
期
待
が
高
ま

り
ま
す
。

　

櫓や
ぐ
ら

大
賞
「
元
親
も
観
た
夏
」
は
年
に
数
日
し
か
な
い
目
視
で
遠
く
ま
で
ク
リ
ア
に
見
え
る

日
に
撮
ら
れ
た
、
青
空
が
清
々
し
い
作
品
。
抜
け
る
よ
う
な
青
空
が
印
象
的
で
、
そ
の
青
さ

に
は
じ
め
か
ら
審
査
員
の
目
が
引
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
約
２
年
の
期
間
限
定
だ
っ
た
櫓
か

ら
の
景
色
は
こ
の
作
品
の
中
に
残
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
４
作
品
は
檜
の
額
装
に
仕
上
げ
、
館
の
エ
ン
ト

ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
約
１
年
間
、
お
客

様
に
岡
豊
山
の
魅
力
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
表
彰
式
で
の
講
評
と
し
て
「
ど
の
作
品
も
独

創
性
が
あ
り
、
着
眼
点
が
素
晴
ら
し
い
。
楽
し
ん
で
撮
っ

て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
。
こ
れ
か
ら
も
カ
メ
ラ
・
ス
マ

ホ
を
手
放
さ
ず
、
気
軽
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
て
ど
ん

ど
ん
思
い
出
に
残
る
写
真
を
撮
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と

の
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
次
回
も
７
月
か
ら
作
品
募
集

を
す
る
予
定
で
、
カ
レ
ン
ダ
ー
も
作
成
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

季
節
毎
の
岡
豊
山
を
楽
し
ん
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。                 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
本
）

　

春
の
恒
例
と
な
り
ま
し
た
「
岡
豊
山
さ
く
ら
ま
つ
り
」
の
イ
ベ
ン
ト
内
容
を
少
し
ご
紹

介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
中
庭
で
の
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
南
国
市
立
北
陵
中
学
校
音
楽
部
や
高
知

県
立
岡
豊
高
等
学
校
吹
奏
楽
部
・
合
唱
部
・
ギ
タ
ー
部
な
ど
の
演
奏
で
「
聞
い
て
楽
し
い
」
！

　

ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
や
今
年
初
参
加
と
な
る
高
知
中
央
高
等
学
校
ダ
ン
ス
部
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
は
「
見
て
楽
し
い
」
！　

食
１
エ
ン
ト
リ
ー
グ
ル
メ
は
26
品
。
ど
れ
も
「
食
べ
て
お

い
し
い
」
！　

岡
豊
山
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
は
随
時
受
付
で
ベ
テ
ラ
ン
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ

ド
さ
ん
が
岡
豊
城
跡
を
ご
案
内
し
ま
す
。

　

桜
の
開
花
予
想
は
・
・
・
今
年
は
「
葉
桜
ま
つ
り
」

に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
館
内
で
は

「
桜
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
」
と
、
天
然
写
真
家
前
田
博

史
写
真
展
「
桜
萌
ゆ
」
を
開
催
中
（
4
月
7
日
迄
・

観
覧
無
料
）
で
す
。
館
内
で
も
桜
を
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
事
業
課
）

第
13
回
岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
表
彰
式

「
岡
豊
山
さ
く
ら
ま
つ
り
」（
「
土
佐
の
食
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
同
時
開
催
）

　
　
　

開
催
日
時
：
２
０
１
９
年
４
月
６
日
（
土
）・
７
日
（
日
）
10
時
～
16
時

　

こ
こ
岡
豊
山
は
、
戦
国
武
将
・
長
宗
我
部
氏
の
居
城
跡
。
岡

豊
城
跡
や
長
宗
我
部
氏
に
関
連
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
い
ろ
い
ろ
企

画
中
で
す
。
今
年
は
南
国
市
の
市
制
60
年
の
節
目
の
年
で
も

あ
り
、
ま
す
ま
す
の
発
展
を
目
指
し
士
気
も
あ
が
る
長
宗
我

部
甲
冑
隊
出
陣
式
も
復
活
し
ま
す
。
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
は
長

宗
我
部
鉄
砲
隊
、
大
友
宗
麟
鉄
砲
隊
の
演
武
や
、
戦
国
チ
ャ
ン
バ
ラ
、
記
念
演
武
「
戦
国

Beautiful

」
な
ど
。
な
ん
と
言
っ
て
も
目
玉
は
、
四
国
初
上
陸
の
メ
タ
ル
・
サ
ー
カ
ス
「
破

天
航
路
」
の
ス
テ
ー
ジ
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
海
外
で
の
評
価
も
高
い
こ

の
グ
ル
ー
プ
、
ロ
ッ
ク
な
音
楽
と
殺
陣
や
剣
舞
な
ど
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
た
舞
台
で
す
。
誰
も

開
拓
し
た
こ
と
の
無
い
領
域
を
行
く
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
衝
撃
を
、
ぜ
ひ
歴
民
で
！

　

さ
ら
に
、
館
内
で
は
長
宗
我
部
展
示
室
で
の
ト
ー
ク
は
も
ち
ろ
ん
、
岡
豊
山
の
地
形
や
史

跡
に
つ
い
て
の
講
座
の
あ
と
、
実
際
に
史
跡
を
歩
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
山
城
フ
ァ
ン
に

も
オ
ス
ス
メ
で
す
。
そ
の
他
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
グ
ル
メ
屋
台
や
戦
国
グ
ッ
ズ
販
売
も
あ

り
。
１
日
中
、
戦
国
気
分
を
楽
し
も
う
！ 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
事
業
課
）

「
長
宗
我
部
フ
ェ
ス
」

　
　
　

開
催
日
：
２
０
１
９
年
５
月
18
日
（
土
）
10
時
～
16
時

最優秀賞「春
しゅん

陽
よう

の時
と

間
き

」谷脇良文
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2019年 ４月〜６月の催し

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
105
号

平
成
31
年
３
月
30
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)

460
円

　
　
　
　
　

団
体 (

20
名
以
上)

360
円

　
　
　
　
　

〔
企
画
展
〕通
常
展
込
510
円

　
　
　
　
　

団
体(

20
名
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

●講座　「木を切る・削る・彫る 
　　　　　　　　　　−土佐の大工の技−」
　　６月９日(日）14：00～16：00 
　　講師：中脇修身氏（当館資料調査員）
　　要予約・要観覧券
●史跡巡り　「長州大工の足跡を訪ねる」(仮)
　　５月25日(土）　講師：溝淵博彦氏（当館資料調査員）要申込
●ミュージアムトーク
　　4月27日(土)・5月3日(金)・6月８日(土）
　　各14：00～14：30 担当学芸員 予約不要・観覧料要

　高知県の８割は森林です。土佐の人々は身近な木を利用して
生活してきました。本展では、桶や木地椀
など木製の民具や、大工道具などの加工道
具を展示し、あわせて木

こ

霊
だま

など樹木に対す
る信仰も紹介。木とともにあった高知県の
人々の暮らしを垣間見たいと思います。

長宗我部元親の実弟・親
ちか

泰
やす

は、その生涯を
かけて兄を支えました。今回は保存処理の
完了した親泰所用の陣羽織や、伝来の甲冑
などを一堂に展示します。

企画展

4月26日(金）～6月30日(日）会期中無休

4月19日(金）～6月2日(日）

土佐・木の民具ものがたり

長宗我部家の外交官
－香宗我部親泰の遺品－

長宗我部氏の居城・岡豊城で
戦国の歴史を学ぼう！

毎週日曜日10時出発。Ａコース（30～40分程度）、Ｂコース
（60分程度）岡豊城跡を楽しみながら散策　事前予約不要・要
観覧券（荒天の場合、中止することもあります）

①4月16日(火） 土佐のまほろば探訪・東へ
②5月9日(木）　土佐のまほろば探訪・西へ
　参加費：500円、定員　各20名（先着順・要予約）

５月１８日（土） 長宗我部軍出陣式や鉄砲隊演武、10周年を
記念してSPECIALゲスト「破天航路」も出
演！ 南国グルメを味わい、講座で学ぼう！

国史跡・岡豊城跡めぐり

土佐のまほろばウォーク

第10回長宗我部フェス

手提げ桶

六十二間筋兜

7月19日(金)～9月16日(月・祝)

4月6日(土)・7日(日)
土佐の食１グランプリも同時開催！

コーナー展

予告 企画展 昭和から平成へ

第10回 岡豊山さくらまつり

５月３日（金･祝）は れきみんの日　入館無料！
今年は「木の民具」関連企画！

2019年7月1日(月)は臨時休館

恒例のれきみんクイズの陣をはじめ、キッズコー
ナー「木のおもちゃで遊ぼう！」、ワークショップ
「木の鳥を作ろう」、中庭での大工仕事実演など、
歴民ならではの企画が満載！

4月26日（金）～5月6日（月・祝）
坂本龍馬湿板写真（実物・5月2日～4日）をはじめ
普段は展示機会の少ない名品を展示。

●キッズコーナー「木のおもちゃで遊ぼう！」
　10:00～12:00、13:00～16:00（4、5日も開催）
●ワークショップ「木の鳥を作ろう」
　材料代要・申込不要
　10:00～材料が無くなるまで
　講師・堀田幸生氏（バードカービング作家）
●公開実演「土佐の大工と左官の技」
　土佐大工の会　10:00～15:30
●ミュージアムトーク
　コーナー展　10:30～
　名品コレクション　11:00～
　企画展　14:00～

●ワクワクワーク　５月４日(土）①10:30～②14:00～
　「ミニもろぶたを組み立てよう！」
　　　講師：工房刻屋　　材料代・申込要
●講演会　５月６日(月・祝）14:00～16:00 申込要
　「木の民具―箸にも棒にも柱にもかかる話―」
　　　武蔵野美術大学教授　神野善治氏

10連休は
れきみんへ行こう！
特別公開　れきみん名品コレクション


