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〈高知県立歴史民俗資料館だより・おこうふうじつ〉 第78号　2012年３月31日

資
料
見
聞

鯛た
い

肴さ
か
な

入い
れ

　

強
烈
な
赤
、
銀
色
に
光
る
鱗う

ろ
こ

、
ピ
ン
と
は
ね
あ
が
っ
た
尾
、
口
に
は
小
さ
な
歯
ま
で
…
、
全

長
77
㎝
の
堂
々
た
る
鯛
で
す
。
と
言
っ
て
も
よ
く
見
る
と
、
え
ら
や
尾
の
付
け
根
に
蓋
と
本
体

の
境
目
が
見
え
て
い
ま
す
。

　

そ
う
、
こ
れ
は
鯛
を
か
た
ど
っ
た
容
器
な
の
で
す
。
お
な
か
の
蓋
を
開
け
る
と
中
は
赤
い
塗

り
の
器
に
な
っ
て
い
ま
す
。

  

こ
の
よ
う
な
立
派
な
入
れ
物
に
は
ど
ん
な
料
理
を
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
箱
に
は
「
鯛
肴
入
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
で
は
刺
身
？
と
す
る
の
は
や
や
速
断
の
よ
う
で
す
。
宮
川
逸
雄
氏
の『
土

佐
流
お
も
て
な
し　

皿
鉢
・
た
た
き
・
節せ

ち

会え

』（
高
知
新
聞
社
）
に
は
、
皿
鉢
料
理
の
な
か
の

大お
お

平ひ
ら

に
「
タ
イ
、
カ
ツ
オ
な
ど
を
か
た
ど
っ
た
も
の
も
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
平
は
、
ハ
モ
や
タ
イ
の
す
ま
し
汁
な
ど
汁
物
や
み
つ
豆
、

そ
う
め
ん
な
ど
に
用
い
る
蓋
付
き
の
器
で

普
通
は
丸
い
形
を
し
て
い
ま
す
。

鯛
は
、“
め
で
た
い
”
の
語
呂
合
わ
せ
か
ら
縁
起
の
良
い
最

高
の
魚
と
さ
れ
、
お
祝
い
の
席
に
尾
頭
付
き
の
鯛
は
定
番
で

す
。
福
神
の
恵え

比び

寿す

様
も
鯛
を
抱
い
て
い
ま
す
。
鯛
の
肴
入
は
ふ

だ
ん
は
箱
に
入
れ
て
蔵く

ら

な
ど
に
収
め
ら
れ
、
婚
礼
や
神
祭
の
時
に
用

い
ら
れ
、
め
で
た
い
気
分
を
盛
り
上
げ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
容
器

を
見
た
時
の
人
々
の
驚
い
た
顔
が
目
に
浮
か
び
ま
す
。　
（
梅
野
光
興
） 蓋を開けたところ

鯛肴入
日高村本郷　
箱には「嘉永二酉歳二月吉旦
於」などの銘がある。嘉永２
年は1849年。
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香美市の蔵

いざなぎ流のえぶすの倉入れ。富男を先頭
に太夫たちが行列をなす。近年珍しくなっ
たこの行事を5月4日(金)に再現します。

香美市や香南市には立派な鏝
こて

絵
え

のある蔵が見られる。左は香美
市の鳳

ほう

凰
おう

、下は香南市の夫
め

婦
おと

岩
いわ

の初日の出

蔵に祀られていた恵比寿の祠
ほこら

　
企
画
展
　
蔵
の
な
か
の
民
具
た
ち

　

水
切
り
瓦
の
あ
る
土
蔵
は
土
佐
の
風
物

詩
で
す
。
香
長
平
野
を
車
で
走
れ
ば
す
ぐ

に
ひ
と
つ
や
ふ
た
つ
の
蔵
に
出
会
う
こ
と

が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
最
近
で
は
国
の
登

録
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
、

比
較
的
訪
ね
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
そ
の
一
方
で
、
生
活
の

変
化
や
世
代
交
代
に
伴
っ
て
蔵
は
少
し
ず

つ
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
当
館
に
も
「
蔵

を
壊
す
の
で
必
要
な
民
具
が
あ
れ
ば
寄
贈

し
た
い
」
と
の
お
電
話
が
よ
く
か
か
っ
て

き
ま
す
。
ど
う
や
ら
蔵
は
そ
の
役
目
を
終

え
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

　

今
回
の
企
画
展
は
、
蔵
か
ら
ご
寄
贈
頂

い
た
民
具
を
中
心
に
展
示
し
て
、
蔵
の
あ

る
暮
ら
し
を
再
考
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

蔵
の
民
俗

　

蔵
は
、
ど
の
家
に
も
あ
っ
た
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
庄
屋
や
地
主
の
家
な
ど
上

流
の
家
や
裕
福
な
家
に
限
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

弥
生
時
代
の
遺
跡
を
み
る
と
、
ク
ラ
は

も
と
も
と
米
な
ど
穀
類
の
貯
蔵
庫
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
古
代
の
律
令
で
は
、
ク
ラ
は

用
途
に
よ
っ
て
文
字
が
書
き
分
け
ら
れ
て

い
ま
す
。「
倉
」
は
米
穀
類
、「
蔵
」
は
調ち

ょ
う

庸よ
う

や
諸
国
の
貢み

つ

ぎ
物
、「
庫
」
は
兵
器
や

文
書
で
し
た
。
ク
ラ
の
機
能
が
さ
ま
ざ
ま

に
分
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

米
蔵
、
味
噌
蔵
、
道
具
蔵
な
ど
用
途
に

応
じ
て
蔵
を
建
て
る
よ
う
な
大
き
な
家
も

あ
り
ま
し
た
。
い
く
つ
も
の
蔵
が
建
ち
並

ぶ
様
子
は
長
者
の
屋
敷
の
姿
と
し
て
数
多

く
の
物
語
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

蔵
は
豊
か
さ
や
富
の
象
徴
で
し
た
。

　

香か

美み

市
物も

の

部べ

町
に
伝
わ
る
い
ざ
な
ぎ
流

に
は
「
え
ぶ
す
（
え
び
す
）
の
倉
入
れ
」

と
い
う
行
事
が
あ
り
ま
す
。
四
つ
ん
這ば

い

に
な
っ
た
家
の
主
人
を
馬
に
見
立
て
、
背

中
に
酒
や
お
金
、
米
を
乗の

せ
て
え
ぶ
す
様

の
棚
ま
で
持
っ
て
行
く
の
で
す
。
そ
の
時
、

太た

夫ゆ
う

は
「
お
倉
入
れ
し
よ
う
や
富と

み

男お
と
こ

」
と

楽
し
げ
に
歌
い
ま
す
。
蔵
の
な
い
家
で
も
、

え
ぶ
す
様
の
棚
を
そ
の
家
の
蔵
に
見
立
て

て
、
米
や
お
金
な
ど
の
富
が
舞
い
込
む
様

子
を
演
じ
て
い
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
中
世
に
は
幻
想
の
産
物
を
収
め

る
蔵
も
あ
り
ま
し
た
。
宇
治
の
宝
蔵
に
は
、

源み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

頼
光
が
退
治
し
た
酒し

ゅ

呑て
ん

童ど
う

子じ

の
首
が
収

め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

蔵
は
実
際
の
用
途
だ
け
で
な
く
、
王
権
を

支
え
る
オ
ブ
ジ
ェ
の
保
管
庫
と
も
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
た
の
で
す
。

　

土
蔵
は
、
商
業
が
発
達
す
る
と
、
中
世

の
京
都
で
は
盛
ん
に
造
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
よ
う
で
す
が
、
庶
民
に
普
及
す
る

の
は
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
だ
と
い
い
ま

す
。
分
厚
い
土
壁
で
囲
ま
れ
た
土
蔵
は
湿

気
を
遠
ざ
け
火
災
に
も
強
か
っ
た
の
で

す
。
町
中
で
は
、
延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
土

蔵
を
作
っ
た
り
、
建
物
を
土
蔵
造
り
に
す

会　

期　

平
成
24
年
４
月
28
日（
土
）～
６
月
10
日（
日
）

梅
野　

光
興
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手
て

燭
しょく

。
中にロウソクを立てる。

皿

枕

膳

酒器

皿鉢をのせる物据え

皿鉢

皿や椀はセットで木箱に入れられていた。

る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
土
壁
作
り

は
左さ

官か
ん

の
仕
事
で
、
職
人
は
自
分
の

手
が
け
た
蔵
に
鏝こ

て

絵え

な
ど
の
装
飾
を

施
す
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
土
佐
で

は
、
香
長
平
野
を
中
心
に
県
東
部
に

土
壁
作
り
の
蔵
が
多
く
、
香
南
市
野

市
町
や
香
美
市
土
佐
山
田
町
の
蔵
に

は
、
龍
や
虎
、
恵
比
寿
大
黒
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
鏝
絵
が
見
ら
れ
ま
す
。

蔵
の
な
か
の
民
具

　

蔵
（
倉
）
に
入
れ
て
い
た
物
を
尋

ね
る
と
、
大
抵
、
お
米
な
ど
の
穀
物
、

そ
し
て
ふ
だ
ん
使
わ
な
い「
お
客（
宴

会
）」
の
道
具
や
長な

が

持も
ち

に
着
物
や
ふ

と
ん
な
ど
が
入
っ
て
い
た
と
い
う
答

え
が
返
っ
て
き
ま
す
。
大
事
な
古
文

書
類
も
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

  

家
で
お
客
を
し
て
い
た
時
代
に
は
、

道
具
一
式
を
家
で
揃
え
る
こ
と
が
そ

の
家
の
ス
テ
イ
タ
ス
に
な
り
ま
し
た
。

珍
し
い
道
具
を
出
し
て
宴
席
な
ど
で

お
披
露
目
す
る
こ
と
が
自
慢
だ
っ
た

の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
習
慣
が

す
た
れ
、
仕
出
し
屋
に
料
理
を
頼
む

よ
う
に
な
る
と
、
お
客
の
道
具
は
不

要
に
な
り
、
蔵
の
中
で
ほ
こ
り
を
か

ぶ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
最
近
で

は
家
で
宴
会
を
す
る
こ
と
自
体
が

減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
蔵
は
ひ
と
ま
ず
不
要

だ
が
す
ぐ
に
捨
て
る
に
は
惜
し
い
も

の
を
収
納
す
る
場
所
に
な
り
ま
し
た
。

要
ら
な
く
な
っ
た
道
具
や
衣
類
、
家

具
な
ど
を
、
ひ
と
ま
ず
蔵
に
入
れ
て

お
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
私
た

ち
が
調
査
に
入
っ
た
蔵
に
は
、
い
ろ

ん
な
雑
多
な
道
具
が
押
し
込
め
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
蔵
は
さ

な
が
ら
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
で
す
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、
佐
川
の
豪

農
・
堀
見
家
の
蔵
に
あ
っ
た
道
具
を

は
じ
め
、
私
た
ち
が
収
集
活
動
の
な

か
で
出
会
っ
た
蔵
の
さ
ま
ざ
ま
な
民

具
を
紹
介
し
ま
す
。

失
わ
れ
る
民
具

　

最
近
で
は
「
断だ

ん

捨し
ゃ

離り

」
が
提
唱
さ

れ
、
物
を
ス
ト
ッ
ク
す
る
生
活
は
過

去
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で

す
。
し
か
し
、
蔵
に
は
思
い
が
け
な

い
古
い
物
が
眠
っ
て
い
ま
す
し
、
そ

れ
ら
の
多
く
は
未
来
に
向
け
て
過
去

を
物
語
る
貴
重
な
証
言
者
で
す
。
全

部
は
無
理
で
も
、
私
た
ち
は
、
歴
史

や
文
化
を
守
る
た
め
に
少
し
で
も
こ

れ
ら
を
後
世
に
伝
え
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
こ
の
企
画
展
が
身
近
な
蔵

を
見
直
し
、
少
し
で
も
過
去
の
文
化

を
未
来
へ
残
す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば

幸
い
で
す
。



－4－

民
具
調
査 

に
し
ひ
が
し

高
知
県
立
大
学
と
の
合
同
調
査

私たちは、室戸高校甲
かんの

浦
うら

分校跡に
保管されている民具の整理・分類
や、特徴を把握するためのスケッ
チと計測を行ないました。地元の
方々には、民具の名称や使い方に
ついてうかがいました。山路洋さ
んには、足踏み脱穀機の動かし方
や海で使っていた縄結びの方法を
実演していただき、横川照さんに
は、特産であるポンカン作りのお
話をうかがい、昔の人々の知恵に
驚かされました。何もかも初めて
の私たちの質問にも、笑顔で丁寧
に答えていただきました。実際に
足を運び、地元の方々に話を聞く
ことができ、大変有意義で貴重な
体験ができました。
　　　　　（２回生：伊藤叶絵） 

2011年9月27日から29日ま
で、「フィールド実習Ⅱ」
に、3回生4人が参加しまし
た。初日は、現在は廃校と
なった大栃高校に保管されて
いる民具を囲み、地元の方か
ら聞き取り調査を行ない、２
日目と３日目は、班に分かれ
て地域別に調査を行ないまし
た。神

かみ

池
いけ

や明
みょ

賀
うが

地区では暮
らしや方言について、また太
夫である森安さんから貴重な
「いざなぎ流」についての話
も伺いました。焼畑の習俗や
森林鉄道のことなど、昔の暮
らしについて知ることができ
ました。調査のお世話をして
頂いた小松英介さんをはじ
め、地元の方々に厚く御礼を
申し上げます。
　　（３回生：高橋沙英子）

旧大栃高校
民俗資料一般公開
6月2日(土)・3日(日)

香
か

美
み

市
物

もの

部
べ

町

東と
う

洋よ
う

町 

当
館
で
は
、
平
成
21
年
度
か
ら
高
知
県
立
大
学
（
22
年
度
ま
で
は
高
知
女
子
大
学
）
文

化
学
部
の
橋
尾
直
和
教
授
と
協
力
し
て
、
県
内
市
町
村
の
民
具
調
査
や
整
理
へ
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
主
力
は
県
立
大
学
の
学
生
た
ち
で
す
。
東
洋
町
、

香
美
市
物
部
町
、
三
原
村
、
広
～
い
高
知
県
を
西
か
ら
東
へ
股
に
掛
け
た
調
査
の
様
子

を
学
生
の
声
を
ま
じ
え
て
ご
報
告
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
梅
野
光
興
）

東洋町が収集している民具を、当館の資料調査員でもある
原田英祐さんや教育委員会のお世話で、平成21年度に１
回、24年１月に２回調査しました。24年度も継続します。

増
え
続
け
る
館
蔵
民
俗
資
料
の
一
部
を
、
旧
大
栃
高

校
の
体
育
館
と
格
技
場
に
保
管
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
き
っ
か
け
に
県
立
大
学
の
協
力
を
得
て
物
部
町
の

民
俗
調
査
を
始
め
ま
し
た
。

24
年
度
に
は
香
美
市
教
育
委
員
会
や
村
役
場
Ｏ
Ｂ
の

小
松
英
介
さ
ん
と
連
携
し
て
、
民
俗
・
言
語
調
査
に

加
え
て
い
ざ
な
ぎ
流
の
調
査
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

衣食住など用途別に分類された民具を１点１点スケッチ

旧大栃高校に保管されている民具

旧大栃高校の体育館で、民具を使って使用法の説明

仁淀川町

県
立
歴
史
民
俗
資
料
館

県
立
大
学

大豊町

梼原町
香南市

東洋町

香美市物部町

三原村

●

●

●

●
■■

●

●

●

かつて調査を行なった所

現在の調査・協力地

●

●
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文
化
資
源
に
命
を
吹
き
込
も
う
―
そ
う
思
う
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
高
知
県
が
１
９
９
５
年
か
ら
２
０
０
０

年
ま
で
行
な
っ
た
「
土
佐
弁
ル
ネ
サ
ン
ス
事
業
」
に
、

世
話
人
と
し
て
参
加
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

消
え
ゆ
く
「
土
佐
こ
と
ば
の
記
録
・
保
存
お
よ
び
活
性

化
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
、
高
知
県
内
の
限
界
集
落

の
方
言
調
査
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
と
ば

と
同
時
に
習
俗
に
つ
い
て
調
べ
て
い
く
と
、
暮
ら
し
の

中
で
使
わ
れ
た
民
具
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
私

は
、
方
言
そ
の
も
の
を
調
査
す
る
だ
け
で
な
く
、
暮
ら

し
と
文
化
と
そ
こ
で
培つ

ち
か

わ
れ
た
民
具
の
方
言
呼
称
も
一

緒
に
調
べ
て
、
記
録
・
保
存
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性

に
気
づ
き
ま
し
た
。

　

２
０
０
１
年
か
ら
２
０
０
３
年
に
は
、
文
部
科
学
省

と
ユ
ネ
ス
コ
が
連
携
し
て
行
な
っ
た
、科
学
研
究
費「
環

太
平
洋
の
危
機
に
瀕
す
る
言
語
の
緊
急
調
査
」
と
い
う

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、「
高
知

県
の
限
界
集
落
の
危
機
に
瀕
す
る
言
語
・
民
俗
調
査
」

を
実
施
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
に
は
、
民
具
お
よ
び
民

具
の
方
言
呼
称
の
調
査
も
含
ま
れ
て
お
り
、
県
立
歴
史

民
俗
資
料
館
の
前
館
長
の
坂
本
正
夫
さ
ん
や
学
芸
員
と

共
同
調
査
し
ま
し
た
。

　

か
つ
て
焼
畑
が
行
な
わ
れ
て
い
た
、
旧
吾
川
郡
池
川

町
（
現
：
仁
淀
川
町
）
の
椿つ

ば

山や
ま

と
い
う
集
落
に
調
査
に

行
っ
た
際
、
焼
畑
の
習
俗
と
民
具
に
出
会
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
、
枝
豆
な
ど
を
脱
穀
す
る
竹
製

の
カ
ラ
サ
オ
（
唐
竿
）
と
い
う
民
具
は
、
持
つ
方
を
カ

ラ
サ
オ
の
オ
ヤ
（
親
）
と
言
い
、
く
る
く
る
回
る
方
を

カ
ラ
サ
オ
の
コ
（
子
）
と
い
う
独
特
な
名
称
を
使
っ
て

い
ま
し
た
。
方
言
呼
称
に
も
地
域
の
独
自
性
が
見
ら
れ

る
の
で
す
。
こ
れ
も
地
域
の
固
有
の
文
化
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

言
う
な
れ
ば
、
目
に
見
え
な
い
「
文
化
」
と
い
う
も

の
を
、
目
に
見
え
る
「
民
具
」
が
つ
な
い
で
く
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す
。
地
域
の
暮
ら
し
と
文
化

を
、
民
具
を
介
し
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
て
い
く
作
業
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
ま

し
た
。
こ
う
し
て
、
旧
池
川
町
・
旧
物
部
村
・
梼
原
町
、

続
け
て
三
原
村
・
東
洋
町
・
大
豊
町
の
民
具
調
査
を
手

が
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
香
美
市
・
香
南
市
に
は
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
民
具
調
査
は
、
高
知
県
立
大
学
文
化
学
部

と
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
が
連
携
し
て
行
な
っ
て
い
ま

す
。
高
知
県
内
に
は
、
ま
だ
ま
だ
数
多
く
の
民
具
が
日

の
目
を
み
る
こ
と
な
く
眠
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
民

具
を
調
べ
る
の
と
同
時
に
、
消
え
ゆ
く
伝
統
的
方
言
も

記
録
・
保
存
し
、
さ
ら
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
民
具
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る

渋
沢
敬
三
は
、
自
宅
の
中
に
民
具
を
収
集
し
、「
ア
チ
ッ

ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（
屋
根
裏
の
博
物
館
）」
と
名
付

け
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
日
本
の
民
具
研
究
が
出
発
し
た

の
で
す
。
私
た
ち
が
目
指
す
の
は「
土
佐
の
ア
チ
ッ
ク
・

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
知
県
立
大
学
文
化
学
部
教
授
）

私が三原村の民具調査に参加したのは、2010年から
2011年、2年がかりの調査も終盤にさしかかった時期
です。衣食住、仕事、信仰など用途別に分類された中
から、林業に関わる民具調査を担当し、スケッチ、写
真撮影、計測、聞き取りを行ないました。調査をして
いると、同じ高知県でも、普段交流する高知市内の方
や友人とは違った、三原村の方言を聞くことができ、
ことばの地域差・年齢差を実感しました。また、地元
の方々に教えていただきながら、ヒニノ（日蓑）やホ
ゴ（畚）をコマセで作製し、当時の暮らしを身近に感
じることができました。　　（３回生：川久保雅理） 

大
おお

豊
とよ

町 

三
み

原
はら

村

香こ
う

南な
ん

市

高
知
県
全
域
の
民
俗･

言
語
調
査
を
目
指
し
て
　
　
橋
尾
直
和

教育委員会が行なっている民具の整理作業
に協力しています。

定
じょう

福
ふく

寺
じ

豊
とよ

永
なが

郷民俗資料
館には、2595点の国指
定重要民俗文化財「土佐
豊永郷及び周辺地域の
山村生産用具」を中心に
１万点を超える民具が集
まっています。建物の老
朽化が進んだため、平成
26年度をめどに新しい
収蔵庫を建てる予定で
す。民具の展示について
助言しています。

教育委員会からの
要請を受けて21年
度から22年度にか
けて民具調査を行
ない、約500点の
カードを作成しま
した。23年度は当
館での企画展や村
内での展示を目標
に年中行事調査を
進めました。

香南市文化財センターの応援も得て分類整理

下
し た

切
ぎ り

の老
お

止
と め

クラブのおばあちゃん
たちに藁

わ ら

細工を習う

農具や運搬具が所狭しと並ぶ｡
平成23年６月18日に四国民
具研究会・日本民具学会のメ
ンバーが見学した。
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

震
災
を
生
き
延
び
た
元
親
書
状

考
古

歴
史

民
俗

　

倉
と
い
う
用
語
は
、
物
を
収
蔵
す
る
た
め
の
建
物
の
総
称

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
倉
の
建
物
は
、
湿
気
や
害
を

及
ぼ
す
獣
な
ど
か
ら
守
る
た
め
に
高
床
構
造
と
す
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
。
す
で
に
、
弥
生
時
代
に
は
倉
が
あ
っ
た
こ

と
が
出
土
遺
構
や
遺
物
、
そ
し
て
銅
鐸
な
ど
に
描
か
れ
た
絵

画
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
構
造
は
高
床
式
倉
庫
で
、

稲
倉
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
古
墳
時
代
に
は
、
大
き
な
倉

が
出
現
し
て
き
ま
す
。
土
佐
市
居い

徳と
く

遺
跡
群
か
ら
は
倉
に
用

い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
長
さ
２
６
８
㎝
の
コ
ウ
ヤ
マ
キ
の
梯は

し

子ご

が
出
土
し
て
い
ま
す
。

　

土
蔵
は
木
を
用
い
た
構
造
で
、
防
火
や
防
犯
な
ど
を
目
的

と
し
て
土
の
壁
を
厚
く
塗
っ
た
倉
庫
建
築
の
一
つ
の
形
式
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
古
代
よ
り
土
倉
は
み
ら
れ
ま
す
。
中
世
で

は
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
に
火
災
で
焼
け
残
っ
た
土
蔵
が
描

か
れ
て
お
り
、
そ
の
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
福
井

市
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
で
は
土
蔵
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
近
年
に
お
い
て
は
滋
賀
県
関せ

き

津つ

城
遺
跡
で
戦
国
期
の
城

郭
か
ら
地
覆
石
を
基
礎
と
し
、
壁
を
立
ち
上
げ
た
土
蔵
が
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、
宝
物
保
管
の
た
め
と
す
る
蔵
に

は
扉
に
錠
前
が
必
要
で
す
。
一
乗
谷
で
は
錠
前
と
鍵
が
出
土

し
て
い
ま
す
。
や
は
り
蔵
と
錠
前
は
切
り
離
せ
な
い
物
な
の

で
し
ょ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
南
国
市
岡
豊
城
跡
か
ら
は
、
蔵

に
関
係
す
る
鍵
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
小
さ
な

長
さ
2.5
㎝
、
幅
1.8
㎝
の

鍵
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

小
さ
な
宝
物
か
何
か
を

入
れ
た
箱
の
鍵
で
し
ょ

う
か
。
宝
物
は
ど
こ
に

納
め
ら
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。　
　
（
岡
本
）

　

｢

長
宗
我
部
元
親
公
の
手
紙
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
が
…｣

。

そ
れ
は
一
本
の
電
話
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

電
話
の
主
（
Ａ
氏
）
は
宮
城
県
の
方
で
、
売
却
を
前
提
に

交
渉
し
た
い
と
の
こ
と
。
聞
け
ば
、
数
年
前
に
元
親
に
関

心
を
持
ち
、
あ
る
筋
か
ら
入
手
し
て
い
た
も
の
だ
と
か
。        

　

一
刻
も
早
く
現
物
確
認
が
必
要
と
感
じ
た
私
は
、
昨
年
９

月
、
仙
台
に
旅
立
ち
ま
し
た
。
途
中
福
島
を
過
ぎ
た
あ
た
り

か
ら
、河
川
の
堤
防
や
民
家
・
寺
社
の
屋
根
に
無
数
の
ブ
ル
ー

シ
ー
ト
が
被
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
車
窓
か
ら
見
え
、
複
雑
な

心
境
に
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
の
仙
台
駅
の
ホ
テ
ル
で
拝
見
し

た
資
料
は
、
間
違
い
な
く
元
親
書
状
の
原
本
で
し
た
。
何
よ

り
驚
い
た
の
は
、
素
人
と
は
思
え
な
い
Ａ
氏
に
よ
る
美
し
い

梱
包
、
そ
し
て
学
芸
員
並
の
取
扱
い
の
丁
寧
さ
で
し
た
。

｢

元
親
公
の
遺
品
を
所
蔵
す
る
者
と
し
て
当
然
で
す
…｣

と

に
こ
や
か
に
話
す
Ａ
氏
で
し
た
が
、
自
宅
は
震
災
で
ひ
ど
い

状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
、
す
ば
や
い
対
応
で

資
料
を
守
っ
て
い
た
だ
い
た

お
か
げ
で
、
こ
の
書
状
は
救

わ
れ
ま
し
た
。

　

縁
あ
っ
て
四
百
数
十
年
ぶ

り
に
岡
豊
に
還
っ
て
き
た
元

親
の
書
状
。
守
っ
て
下
さ
っ

た
そ
の
思
い
と
と
も
に
大
切

に
管
理
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

　

郷
土
玩
具
に
魅
せ
ら
れ
て
長
年
に
わ
た
っ
て
収
集
を
続
け

て
こ
ら
れ
た
山
﨑
茂
さ
ん
が
、
本
年
１
月
４
日
、
ご
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。
91
歳
で
し
た
。

　

山
﨑
さ
ん
は
約
１
万
２
千
点
の
郷
土
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
作
り
上
げ
、「
集
め
た
人
形
を
皆
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
く

の
が
う
れ
し
い
ん
で
す
」
と
、
そ
の
す
べ
て
を
当
館
に
ご
寄

贈
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
膨
大
な
数
な
の
で
現
在
も
運
搬
作
業

を
続
け
て
い
ま
す
が
、
慈い

つ
く

し
ん
で
き
た
人
形
の
落
ち
着
く
先

が
決
ま
っ
た
と
、
喜
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

人
形
部
屋
を
訪
ね
る
と
、「
よ
う
来
た
ね
え
」
と
迎
え
て

く
だ
さ
っ
た
優
し
い
笑
顔
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
郷
土
玩
具

に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
と
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
も
っ

と
お
聞
き
し
て
お
け
ば
良
か
っ
た
と
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
棺
に
は
人
形
を
ひ
と
つ
も
入
れ
て
く
れ
る
な
」
と
言
い

遺
さ
れ
て
い
た
と
、
ご
家
族
に
う
か
が
い
ま
し
た
。
そ
の
言

葉
ひ
と
つ
に
も
郷

土
玩
具
に
対
す
る

山
﨑
さ
ん
の
思
い

が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
ま
す
。

　

山
﨑
さ
ん
を
し

の
び
つ
つ
、
夏
の

企
画
展
「
船
の
お

も
ち
ゃ
図
鑑
」
の

準
備
に
と
り
か
か

り
ま
す
。（
中
村
）

岡
豊
城
跡
か
ら
出
土
し
た
鍵

郷
土
玩
具
と
と
も
に山﨑茂さん　平成14年　当館企画展示室にて

震災から守られた元親書状（天正12年頃)

鍵『岡豊城跡　第1～5次発掘
調査報告書』1990年より

０ ５㎝
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体験学習室でよろいかぶと体験

　

こ
の
ほ
ど
当
館
で
は
、
Ｐ

Ｒ
活
動
の
一
環
と
し
て
、
館

お
よ
び
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
「
若
武
者
も
と
ち

か
君
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
イ

メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
「
お
い
で

よ
！
れ
き
み
ん
」
を
制
作
し

ま
し
た
。
制
作
に
あ
た
っ
て
は
当
館
職
員
に
よ
る
作
詞
・
作
曲
・

歌
・
演
奏
の
ほ
か
、
地
元
の
岡
豊
小
学
校
４
年
生
の
み
な
さ
ん

に
元
気
い
っ
ぱ
い
の
コ
ー
ラ
ス
で
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
一
度

聞
い
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
明
る
く
ポ
ッ
プ
な
歌
に
仕
上
が
っ
て

い
ま
す
。
今
後
、
イ
ベ
ン
ト
や
館
の
広
報
活
動
に
活
用
し
て
い

き
ま
す
。
お
楽
し
み
に
。　
　
　
　
（
事
業
課　

筒
井
啓
一
郎
）

れきみんニュース

｢

長
宗
我
部
元
親
と
土
佐
の
戦
国
史
跡
巡
り
」
第
２
弾
開
催
決
定
！

イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ

｢
お
い
で
よ
�
れ
き
み
ん｣ 

が
で
き
ま
し
た

　

平
成
23
年
度
に
圧
倒
的
好
評
を
博
し
た
「
土
佐
戦
国
の

山
城
を
巡
る
～
長
宗
我
部
元
親
と
ゆ
か
り
の
地
・
七
守
護

巡
り
」
の
平
成
24
年
度
、
第
２
弾
の
開
催
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

が
決
定
し
ま
し
た
！　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
猪
野
）

　

平
成
23
年
度
は
、
小
中
学
校
・
高
等
学

校
が
総
数
45
校
、
生
徒
数
２
２
６
９
名
、

引
率
教
員
１
７
０
名
が
来
館
さ
れ
て
い
ま

す
。
来
館
校
対
象
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
館
内

の
展
示
物
の
見
学
、
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
、
ポ

イ
ン
ト
解
説
、ビ
デ
オ
視
聴
、岡
豊
山
（
望

櫓
）、
民
家
、
体
験
学
習
（
①
火
お
こ
し

②
勾ま

が

玉た
ま

づ
く
り
③
昔
あ
そ
び
④
よ
ろ
い
か

ぶ
と
）
等
が
中
心
で
す
。

　

ま
た
、
当
館
職
員
が
依
頼
の
あ
っ
た
学

校
に
道
具
を
持
参
し
、
体
験
学
習
を
行
な

う
出
張
授
業
も
実
施
し
ま
し
た
。
①
火
お

こ
し
体
験
②
勾
玉
づ
く
り
③
昔
あ
そ
び
④

よ
ろ
い
か
ぶ
と
を
身
に
つ
け
よ
う
⑤
昔
の

く
ら
し
⑥
坂
本
龍
馬
に
つ
い
て
（
授
業
）

が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
香
美
市
、

須
崎
市
、
高
知
市
周
辺
等
の
十
数
校
か
ら

の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
、
各
校
を
訪
問
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
成
23
年
度
は

13
校
（
生
徒
数
７
１
５
名
。
教
員
27
名
）

で
実
施
し
ま
し
た
。

　

先
生
方
か
ら
は
、「
博
物
館
に
来
館
す

る
こ
と
に
よ
り
『
空
気
』『
空
間
』『
た
た

ず
ま
い
』を
体
感
的
に
感
じ
ら
れ
た
」、「
学

校
の
教
室
で
は
得
ら
れ
な
い
も
の
に
自
由

に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
、
生
徒
に
と
っ

て
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
場
」、

「
出
張
授
業
で
は
、
学
校
で
は
で
き
な
い

資
料
の
活
用
の
工
夫
、
現
地
学
習
と
関
連

づ
け
た
学
習
、
人
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ

て
学
習
効
果
が
向
上
し
た
」
な
ど
の
手
ご

た
え
や
実
感
の
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

学
校
と
博
物
館
の
連
携
の
形
と
し
て
、

社
会
見
学
と
し
て
の
利
用
、
教
科
・
単
元

に
も
と
づ
い
た
学
習
な
ど
、
学
校
・
博
物

館
が
互
い
に
理
解
さ
れ
共
有
さ
れ
た
学
習

の
場
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
寺
川
）

平
成
23
年
度
の
学
校
向
け
教
育
普
及
事
業

◆平成24年度の予定
❶本山町……４月29日(日・祝）
❷高知市……５月13日(日）
❸南国市……９月30日(日）
❹中土佐町…10月14日(日）
❺土佐市……11月３日(土・祝）
❻四万十市・宿毛市　１泊２日
　11月22日(木)～23日(金・祝）
❼香美市・香南市…１月20日(日）
❽津野町……２月17日(日）
❾安芸市……３月３日(日）

※申し込みは
　土佐電トラベル 
　　　　　088-882-0111迄
　各回定員40名、先着順です。

平成23年度第1回「岡豊城跡から元親初陣の地を巡る」 岡豊小学校４年生のみなさん

「おいでよ�れきみん」
CDジャケットレーベル
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◦要申込

◦要申込・参加費要

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
78
号

平
成
24
年
３
月
31
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

◦特別講演「清盛のめざしたもの」
　高橋昌明氏　神戸大学名誉教授
　(NHK大河ドラマ『平清盛』時代考証担当) 
 　　５月12日（土)　13:30～
　　会場：当館多目的ホール
◦６月から毎月第２土曜日 ※11月9日㈮をのぞく
　宅間一之館長による連続講座スタート！
　①６月９日㈯　時代は武士の世に
　②７月14日㈯　鎌田冠者希義土佐で挙兵
　③８月11日㈯　夜須七郎行宗と琳猷上人
　④９月８日㈯　四国山中落人の道をたどる
　⑤10月13日㈯　安徳天皇の四国潜幸秘史
　　　⑤は講師　細川幹夫氏　麗澤大学名誉教授
　⑥11月９日㈮　横倉山安徳天皇御陵参考地と
　　　　　　　　その周辺を訪ねて(現地見学)
　⑦12月８日㈯　安徳天皇御陵及び参考地と伝承地
　⑧１月12日㈯　土佐源平争乱期の史跡を巡る
　　　　　　　　（現地見学）
　　⑥⑧以外は10:00～　定員50名（先着順)

歴民の日　５月３日（木・祝）観覧料は無料です
◦長宗我部氏の武将になろう　9:00～16:00 ※5月5日(土･祝)も同時間で実施(予約不要)
◦折り紙でかっこいい兜をつくろう　13:30～15:30（予約不要）
◦土佐民話の家�長者の話(お話　市原麟一郎さん)　14:00～15:00（要予約）

３階総合展示室･１階企画展示室 
※１階の｢堀見家の刀剣｣は12月
　23日(日)まで

平成24年度 高知・岡山文化交流事業Ⅰ

　 武
もの

士
のふ

の魂
 －備前の名刀と土佐ゆかりの刀剣－

山﨑茂さんのコレクションから船の郷土玩具を紹介。沖
縄のハーリー船や京都の船鉾、和歌山や高知の鯨船など
日本各地に伝えられた船の文化を反映するおもちゃを展
示します。

４月14日（土）まで あなたの写真を募集中！
　全作品展示　
　５月３日（木･祝）～６月10日（日）

５月19日（土）10:00～16:30
戦国市場・長宗我部TERAKOYA・城跡探訪ラリー・
仮装コンテスト・対談ライブほか

蔵のなかの民具たち

歴民館の名品紹介
－最近の収蔵資料から－

船のおもちゃ図鑑

特別公演

史跡めぐり

いざなぎ流　えびすの倉入れ　５月4日（金･祝）13:30～
なかなか見ることのできない行事を岡豊山歴史公園内の民家で再現します。

「蔵の里めぐり」　５月20日（日）

平成24年 ４月～６月の催し

岡豊山フォトコンテスト

第三回 長宗我部フェス

｢土佐･源平の動きと平家の落人｣
歴民歴史講座

近年生活の変化や世代交代のため、
蔵の中にあった民具の収集が増え
てきました。お客の道具や着物な
ど蔵にあった民具を展示し、蔵の
あった暮らしを再考します。

㈳日本甲冑武具研究保存会広島県支部
の方からご寄贈・ご寄託いただいた兜
の優品を集めた特別展示を３階近世
コーナーで行います。また、昨年度に
新聞等で報道された「伊達政宗自筆書状」を
初公開するほか、勤王党員・谷作七の遺品、
後藤象二郎肖像写真なども併せて公開します。

コーナー展

2012年 ４月28日(土)
～６月10日(日)

４月28日(土)～５月20日(日）

宝船　下川原焼（青森）

六十二間小星兜
(個人蔵）

予 告

企画展

特別展

7月20日(金)～9月2日(日）

10月6日(土)～11月4日(日)

臨時休館のお知らせ
　燻蒸のため6月21日(木)～6月30日
　(土)は休館します。

◦予約不要.4月28日は観覧券要（講師:担当学芸員）展示室トーク

旧大栃高校　民俗資料一般公開

４月28日（土）14:00～15:00
５月 ３ 日（木･祝）11:00～12:00

６月２日（土)・３日（日）入場無料　
旧大栃高校に保管している館蔵の民俗資料を特別に公開します。

さしみ皿


