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資
料
見
聞

二
つ
の
元
親
坐ざ

像ぞ
う

　

み
な
さ
ん
は
、
ど
ち
ら
が
本

物
か
分
か
り
ま
す
か
？

　

右
側
の
坐
像
が
、
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
に
と
も
な
う
「
長ち

ょ
う
そ宗

我か

部べ

室
」
の
目
玉
と
し
て
製
作
さ
れ

た
レ
プ
リ
カ
で
す
。            

　

本
物
の
元
親
坐
像
は
、
長
く

秦
神
社
で
祀ま

つ

ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
県
指
定
文
化
財
に
な
っ
た

の
を
契
機
に
当
館
に
寄
託
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
資
料
保
存
の
観
点

か
ら
、
常
時
展
示
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
た
め
、
特
別
の
ご
許

可
を
い
た
だ
い
て
複
製
を
作
ら

せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

　

今
回
の
複
製
製
作
に
あ
た
っ

て
は
、
ま
ず
本
体
表
面
の
剥は

く

落ら
く

止
め
を
入
念
に
行
い
、
内
型
・

外
型
製
作
、成
形
用
樹
脂
注
入
、

そ
し
て
彩さ

い

色し
き

な
ど
、
延
べ
八
〇

日
に
わ
た
る
作
業
を
経
て
完
成

に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

  

最
も
難
し
か
っ
た
の
が
、
元

親
の
両り

ょ
う

眼が
ん

と
冠か

ん
む
り

の
製
作
で
し

た
。
坐
像
は
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
肖
像
画

と
同
じ
頃
の
作
と
見
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
若
干
異
な
る
の
が
元

親
の
表
情
で
す
。
坐
像
の
方
が

何
と
な
く
虚う

つ

ろ
な
表
情
を
し
て

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
雰
囲
気
を
作
り
だ
し

て
い
る
の
は
、
左
右
非
対
称
の
瞳ひ
と
み

で
す
。
瞳ひ

と
み

の
角
度
調
整
は
ほ
と
ん
ど
ミ
リ
単
位
で
行
わ

れ
、
大
変
神
経
を
使
う
作
業
で
し
た
が
、
職

人
さ
ん
の
超
人
的
な
技
術
に
よ
っ
て
、
本
物

と
変
わ
ら
ぬ
仕
上
が
り
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
本
物
に
装
着
さ
れ
る
冠
は
傷
み
が

激
し
く
、
あ
り
の
ま
ま
に
復
元
す
る
か
ど
う

か
悩
み
ま
し
た
が
、
結
局
垂す

い

纓え
い

な
ど
も
正
確

に
復
元
し
、
本
来
の
形
状
に
近
付
け
て
い
ま

す
。

　

天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）、
豊
臣
家
大

名
に
名
を
連
ね
た
元
親
が
、
聚じ

ゅ

楽ら
く

第て
い

行ぎ
ょ
う

幸こ
う

に

際
し
て
身
に
ま
と
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
装し

ょ
う

束ぞ
く

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
と
り
わ
け
損
傷
の
激
し
い
冠
は
、

そ
の
時
の
遺
品
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
（
野
本
）元親坐像(本物)の冠〈後部の大半がなくなっている〉
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当
館
は
平
成
三
年
に
高
知
県
内
で
は
は
じ

め
て
の
歴
史
系
総
合
博
物
館
と
し
て
開
館
し

ま
し
た
。
以
来
二
〇
年
間
、
歴
史
を
生
き
抜

い
て
き
た
財
産
で
あ
る
文
化
財
を
集
め
、
守

り
、
調
査
し
て
研
究
し
、
展
示
し
て
理
解
し

て
も
ら
い
楽
し
ん
で
も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
現
在
は
、
高
知
県
内
の
歴
史
系
資
料

館
や
歴
史
的
人
物
の
顕
彰
館
な
ど
も
各
地
に

建
設
さ
れ
、
施
設
環
境
も
ま
た
見
学
者
の

ニ
ー
ズ
も
大
き
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
見

学
者
や
研
究
者
の
間
か
ら
も
、
変
化
の
少
な

い
総
合
展
示
室
に
つ
い
て
の
苦
情
や
ご
意
見
、

長
宗
我
部
氏
の
居
城
跡
に
存
在
す
る
資
料
館

で
あ
り
な
が
ら
、
長
宗
我
部
氏
に
関
す
る
資

料
展
示
の
貧
弱
さ
な
ど
が
常
に
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
一
昨
年
七
月
に

は
岡
豊
城
跡
が
国
指
定
の
史
跡
と
な
り
、
今

後
こ
の
城
跡
の
保
存
管
理
と
活
用
策
を
確
立

す
る
中
心
施
設
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
り

ま
し
た
。
加
え
て
近
年
の
戦
国
武
将
ブ
ー
ム

に
よ
る
若
い
人
達
の
長
宗
我
部
氏
に
寄
せ
る

関
心
の
高
さ
な
ど
諸
々
の
要
素
に
押
さ
れ
な

が
ら
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
し
た
。
財
政
的
に

は
厳
し
い
時
で
し
た
が
、
各
方
面
の
方
々
の

ご
理
解
と
ご
協
力
に
よ
り
実
現
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

総
合
展
示
室
に
つ
い
て
は
考
古
学
、
歴
史

学
、
民
俗
学
の
三
学
協
業
の
研
究
を
使
命
と

す
る
歴
史
民
俗
資
料
館
と
い
う
性
格
を
損
な

う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果

を
通
じ
て
高
知
県
の
歴
史
が
理
解
で
き
る
展

示
を
心
が
け
ま
し
た
。
時
代
を
お
っ
て
の
展

示
は
、
と
も
す
る
と
平
板
で
変
化
の
な
い
展

示
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
テ
ー
マ
や
企
画
す

る
内
容
に
応
じ
て
、
展
示
さ
れ
る
資
料
は
も

ち
ろ
ん
展
示
場
の
変
化
も
楽
し
ん
で
も
ら
え

る
展
示
室
の
設
定
を
心
が
け
ま
し
た
。
従
来

の
模
型
等
に
よ
る
固
定
さ
れ
た
展
示
は
で
き

る
だ
け
避
け
、
変
化
し
動
き
が
可
能
な
展
示

室
を
め
ざ
し
ま
し
た
。
近
年
、
人
々
の
博
物

館
に
寄
せ
る
要
望
も
高
度
化
、
多
様
化
し
、

多
岐
に
わ
た
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う

し
た
要
請
に
も
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
展
示

施
設
を
考
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
史
跡
岡
豊
城
跡
に
建
つ
資
料
館

で
あ
れ
ば
、
城
主
長
宗
我
部
氏
を
中
心
と
し

た
展
示
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
二
階
展
示
室
は
す
べ
て
を
長
宗
我

部
氏
関
係
の
展
示
場
と
し
ま
し
た
。
今
回
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
目
玉
で
も
あ
り
ま
す
。
秦は

た

氏
の
土
佐
来
国
か
ら
土
佐
の
有
力
土
豪
に
成

長
す
る
。
そ
し
て
栄
光
の
時
期
を
経
て
挫
折

を
た
ど
る
長
宗
我
部
氏
の
軌
跡
を
、
生
の
資

料
で
忠
実
に
伝
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま

た
体
験
の
場
と
し
て
中
富
川
の
戦
い
の
本
陣

を
再
現
し
ま
し
た
。
長
宗
我
部
軍
勝
利
の
勝

ち
鬨ど

き

の
声
が
聞
こ
え
そ
う
な
迫
力
の
あ
る
も

の
に
仕
上
が
り
ま
し
た
。
戦
い
の
場
に
の
ぞ

ん
だ
大
将
が
、
部
下
と
と
も
に
作
戦
を
練
る

そ
の
気
分
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

財
政
的
に
も
人
的
に
も
厳
し
い
状
況
の
中

で
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
で
し
た
。
意
図
し
た
こ

と
が
完
全
に
果
た
せ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
か
ら
も
徐
々
に
整
備
し
な
が
ら
よ

り
充
実
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス

を
創
出
、
新
し
い
活
路
を
見
い
だ
し
て
い
く

チ
ャ
ン
ス
に
し
た
い
と
も
考
え
て
い
ま
す
。

　

昨
年
一
〇
月
全
国
博
物
館
大
会
が
北
海
道

の
旭
川
で
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
も
地
域

に
生
き
る
博
物
館
の
あ
り
方
が
論
議
さ
れ
て

い
ま
す
。
博
物
館
が
生
涯
学
習
機
関
と
し
て
、

ま
た
文
化
施
設
と
し
て
地
域
住
民
や
利
用
者

と
の
連
携
を
密
に
し
、
生
涯
学
習
や
ま
ち
づ

く
り
の
中
核
施
設
と
し
て
の
存
在
理
由
を
社

会
公
共
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
重
要
さ
が
話

し
合
わ
れ
て
い
ま
す
。
急
激
な
時
代
の
流
れ

や
社
会
の
変
化
、
厳
し
い
経
営
環
境
の
中
で
、

地
域
と
の
連
携
に
よ
る
多
岐
に
わ
た
る
活
動

の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め
て
重

要
な
時
と
考
え
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に

精
一
杯
の
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

四
月
上
旬
に
は
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン

に
先
だ
っ
て
、
南
国
市
と
の
連
携
に
よ
る
初

の
「
岡
豊
山
さ
く
ら
ま
つ
り
」
と
、
自
然
写

真
家
前
田
博
史
氏
の
写
真
展
「
深み

山や
ま

」
を
開

催
し
ま
す
。
そ
の
波
に
乗
っ
て
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
オ
ー
プ
ン
、続
い
て「
龍
馬
伝
」関
連
の「
幕

末　

志
の
時
代
展
」
の
一
つ
と
し
て
企
画
す

る
「
土
佐
勤
王
党
盟
主　

武
市
半
平
太
の
手

紙
」。
こ
れ
は
北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館
と

の
共
同
企
画
で
も
あ
り
ま
す
。
五
月
に
は
全

国
の
長
宗
我
部
フ
ァ
ン
が
岡
豊
城
に
集
結
す

る
「
長
宗
我
部
フ
ェ
ス
」、
そ
し
て
八
月
に

は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬
伝
」
の
巡
回

展
と
続
き
ま
す
。
今
年
は
歴
史
民
俗
資
料
館

に
と
っ
て
鍵
と
な
る
年
で
も
あ
り
ま
す
。

　
　

館
長　

宅　

間　

一　

之

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
開
館
に
よ
せ
て

　
　
～
見
学
者
の
期
待
に
応
え
る
展
示
を
め
ざ
し
て
～
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当
館
の
二
階
・
受
付
横
に
は
、
民
俗
展
示

室
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
お
客
様
を
真
っ
先
に

誘い
ざ
な

う
展
示
室
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
度た

び

の
大
規
模
な
展
示
変
更

に
よ
り
、
こ
の
部
屋
は
長
宗
我
部
氏
を
テ
ー

マ
と
し
た
展
示
室
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し

た
。

　

準
備
期
間
は
僅わ

ず

か
半
年
。
コ
ン
セ
プ
ト
を

じ
っ
く
り
練
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
過
去
三
回
行
わ
れ
た
長
宗
我
部
氏

を
テ
ー
マ
と
し
た
展
示
会
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
、

開
館
以
来
当
館
に
寄
贈
・
寄
託
さ
れ
た
貴
重

な
資
料
を
存
分
に
生
か
す
こ
と
は
決
定
し
て

い
ま
し
た
。

　

当
館
の
至
宝
と
も
い
え
る
、
全
国
唯
一
の

ま
と
ま
っ
た「
長
宗
我
部
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

の
中
核
は
古
文
書
で
す
。
一
次
史
料
か
ら
垣か

い

間ま

見
え
る
、長
宗
我
部
元
親
ら
、中
世
の
人
々

の
思
考
や
人
間
性
を
見
つ
め
て
ゆ
く
こ
と
は

実
に
興
味
深
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
文
書
だ

け
の
展
示
は
、
必
ず
し
も
一
般
受
け
し
な
い

の
が
実
状
で
す
。

　

今
回
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
方
針
の
な
か
に

は
、「
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
展
示
室
の

あ
り
方
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
ベ
ー
シ
ッ

ク
な
展
示
手
法
を
維
持
し
つ
つ
も
、
長
宗
我

部
氏
の
こ
と
に
全
く
関
心
が
な
い
人
で
も
思

わ
ず
足
を
と
め
て
見
入
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

「
何
か
」
が
必
要
で
し
た
。

　

こ
の
新
展
示
室
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
考
え
る

に
あ
た
り
、
幾
つ
か
の
試
案
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
導
入
部
に
「
戦
国
・
武
将
・
合
戦
」

を
、
誰
も
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
仕
掛
け
を
つ

く
る
こ
と
で
し
た
。

　

案
の
一
つ
は
、
岡
豊
城
の
麓ふ

も
と

に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
居き

ょ

館か
ん

内
部
の
原
寸
大
復
元
で
し
た
。

最
近
各
地
の
資
料
館
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
情
景
再
構
成
手
法
に
よ
る
思
い
切
っ

た
復
元
展
示
で
、
こ
れ
な
ら
見み

応ご
た

え
は
十
分

な
の
で
す
が
、
経
費
や
基
本
史
料
が
な
い
こ

と
な
ど
の
理
由
で
ボ
ツ
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
案
が
、
武
将
が
野

戦
の
時
に
設
営
し
た
本
陣
の
復
元
で
し
た
。

　

も
と
も
と
本
陣
は
臨
時
的
に
設
営
さ
れ
る

も
の
で
す
か
ら
、「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
展
示

室
」
と
い
う
固
定
展
示
厳
禁
の
今
回
の
理
念

に
も
合
い
、
何
よ
り
斬
新
さ
が
魅
力
で
し
た
。

　

他
の
都
道
府
県
立
博
物
館
に
も
、
ご
当
地

の
戦
国
武
将
に
力
を
入
れ
た
展
示
を
行
っ
て

い
る
館
は
多
数
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
書

や
甲
冑
、
刀
剣
類
を
並
べ
立
て
た
展
示
は
、

美
し
く
重
厚
な
の
で
す
が
、
ど
こ
か
近
付
き

が
た
く
、面
白
さ
も
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

新
展
示
室
で
は
、
ま
ず
長
宗
我
部
元
親
の

坐
像
（
県
指
定
文
化
財
を
複
製
し
た
も
の
）

が
皆
さ
ん
を
お
迎
え
し
、
さ
ら
に
本
陣
へ
と

進
む
導
線
と
な
り
ま
す
。
こ
の
本
陣
の
デ
ィ

テ
ー
ル
に
は
か
な
り
こ
だ
わ
り
ま
し
た
が
、

時
間
と
経
費
の
関
係
上
、
あ
る
程
度
の
と
こ

ろ
で
妥
協
し
て
い
ま
す
。

　

設
定
は
、「
天
正
一
〇
年
（
一
五
八
二
）

八
月
二
七
日
、
中な

か

富と
み

川が
わ

合
戦
前
夜
の
軍
議
の

場
」
と
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、
当
時
の

遺
品
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
他

の
大
名
家
の
遺
品
や
軍
記
物
な
ど
か
ら
推
定

し
、
最
終
的
に
は
「
関
ヶ
原
合
戦
図
屏
風
」

に
描
か
れ
て
い
る
長
宗
我
部
盛
親
隊
を
参
考

に
作
り
上
げ
ま
し
た
。

　

陣
幕
や
作
戦
台
、
本
陣
旗
を
置
い
た
だ
け

の
空
間
で
は
物
足
り
な
い
の
で
、
実
際
に
畳た

た
み

床し
ょ
う
ぎ几

に
腰
掛
け
て
い
た
だ
き
、
元
親
の
初
陣

か
ら
中
富
川
合
戦
に
至
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
描

い
た
ビ
デ
オ
を
ご
覧
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
と

し
て
も
生
か
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
の

コ
ー
ナ
ー
は
、
体
感
コ
ー
ナ
ー
で
す
の
で
、

記
念
写
真
等
も
自
由
で
す
。

　

ビ
デ
オ
で
は
、
元
親
や
信
親
、
久ひ

さ

武た
け

内く
ら

蔵の

助す
け

な
ど
が
Ｃ
Ｇ
で
作
ら
れ
た
画
面
に
登
場
。

実
際
に
会
話
を
す
る
シ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
が
、
本
陣
周

辺
の
展
示
資
料
を
ご
観
覧
い
た
だ
く
時
の
参

考
に
な
る
セ
リ
フ
を
随
所
に
盛
り
込
み
ま
し
た
。

　

体
感
コ
ー
ナ
ー
で
ご
満
足
い
た
だ
い
た
あ

と
は
、い
よ
い
よ
本
編
と
な
り
ま
す
。ス
ト
ー

リ
ー
は
四
章
だ
て
で
、
秦は

た

氏う
じ

の
入
国
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
と
か
く
難
し
く
な
り
が
ち
な
解

説
パ
ネ
ル
で
す
が
、
今
回
は
カ
ラ
フ
ル
な
イ

ラ
ス
ト
や
、
凝こ

っ
た
図
表
を
ふ
ん
だ
ん
に
使

用
。
い
ち
い
ち
文
章
を
読
ま
な
く
て
も
一
定

の
流
れ
が
つ
か
め
る
よ
う
工
夫
し
て
み
ま
し
た
。

　

様
々
な
学
識
経
験
者
の
方
か
ら
、
リ
ニ
ュ

ー
ア
ル
に
あ
た
り
「
長
宗
我
部
氏
を
テ
ー
マ

と
す
る
の
は
良
い
が
、
お
国
自
慢
に
な
ら
な

い
よ
う
に
…
」
と
い
う
ご
指
摘
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
点
に
も
十
分
配
慮
し
、

長
宗
我
部
氏
の
強
さ
も
弱
さ
も
、
あ
り
の
ま

ま
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。　
　
　
　
（
野
本
）

長
宗
我
部
展
示
室
の
見
所
紹
介

長宗我部展示室の本陣内部

新
設
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リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
総
合
展
示
室

　

当
館
の
常
設
展
示
室
は
、
こ
れ
ま
で
三
階

が
考
古
・
歴
史
分
野
、
二
階
が
民
俗
分
野
に

よ
る
展
示
室
で
し
た
。
今
回
、
二
階
が
長
宗

我
部
展
示
室
に
改
修
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
、

三
階
は
、民
俗
を
加
え
た
三
分
野
に
よ
る
新
・

総
合
展
示
室
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
常
設
展
示
は
、
昭
和
五
四
年

に
設
置
さ
れ
た
文
化
振
興
専
門
者
会
議
の
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
、
考
古
・
歴
史
・
民
俗
各
分

野
の
先
生
方
の
検
討
・
調
査
・
協
議
を
経
て
、

昭
和
六
三
年
度
に
展
示
実
施
設
計
、平
成
元
・

二
年
度
に
展
示
工
事
が
お
こ
な
わ
れ
、
三
年

五
月
に
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
準
備
か
ら
開
館

ま
で
実
に
一
二
年
の
歳
月
を
要
し
ま
し
た
。

　

以
来
、
二
〇
年
が
経
過
し
、
展
示
ケ
ー
ス

や
展
示
台
、
映
像
機
器
な
ど
も
修
繕
が
必
要

に
な
り
ま
し
た
。
夏
に
は
二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
特
別
展
「
龍
馬
伝
」
の
巡
回

も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
企
画
展
示
室
だ
け
で

は
資
料
が
展
示
し
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
大

規
模
な
巡
回
展
に
も
対
応
で
き
る
総
合
展
示

室
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
当
館
は
、
平
成
一
六
年
度
に
は
公
開

承
認
施
設
と
な
り
、
国
の
重
要
文
化
財
を
展

示
で
き
る
施
設
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新
し
い
総
合
展
示
室
は
、
こ
の
よ
う
な
要

請
に
基
づ
い
て
、
展
示
替
え
に
も
対
応
が
容

易
で
、
な
お
か
つ
重
要
な
資
料
の
展
示
も
可

能
な
装
備
を
備
え
た
展
示
室
と
し
て
改
修
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

展
示
ケ
ー
ス
に
は
、
外
気
を
遮し

ゃ

断だ
ん

し
て
一

定
の
温
湿
度
を
維
持
す
る
の
に
優
れ
た
エ
ア

タ
イ
ト
ケ
ー
ス
を
増
や
し
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
照
明

を
採
用
し
ま
し
た
。
ま
た
、
展
示
室
内
の
模

型
を
減
ら
し
、
自
由
に
展
示
替
え
が
で
き
る

グ
リ
ッ
ド
空
間
も
採
用
し
ま
し
た
。

　

新
し
い
総
合
展
示
室
は
、
歴
史
の
お
お
ま

か
な
流
れ
を
つ
か
み
な
が
ら
も
、
よ
り
庶
民

史
の
視
点
で
展
示
を
展
開
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

次
に
時
代
別
に
展
示
に
つ
い
て
一
部
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
旧
石
器
時
代
～
古
墳
時
代

　

旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
の
展
示
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
弥
生
時
代
と
い
う
扉
が
開
か
れ

る
ま
で
自
然
と
生
き
た
人
々
が
ど
の
よ
う
に

道
具
を
使
い
、
信
仰
し
て
い
た
の
か
紹
介
し

ま
す
。
縄
文
時
代
の
晩
期
の
土
佐
市
居
徳
遺

跡
の
土ど

偶ぐ
う

や
耳
飾
り
な
ど
高
知
県
指
定
文
化

財
も
取
り
上
げ
ま
す
。　

　

弥
生
時
代
で
は
、
稲
作
に
よ
り
時
代
が
大

き
く
変
化
し
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。
弥
生

時
代
前
期
、
全
国
的
に
有
名
な
南
国
市
田
村

遺
跡
群
の
土
器
や
弥
生
人
の
道
具
、
そ
し
て

弥
生
人
の
絵
画
キ
ャ
ン
パ
ス
（
絵
が
刻
ま
れ

た
土
器
）
に
も
焦
点
を
あ
て
ま
す
。

　

古
墳
時
代
で
は
、
土
佐
の
古
墳
と
水
に
関

わ
る
祭さ

い

祀し

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
今
回
は

香
美
市
土
佐
山
田
町
伏ふ

し

原わ
ら

大
塚
古
墳
の
埴は

に

輪わ

（
県
指
定
）
や
南
国
市
長な

が

畝う
ね

古
墳
群
の
埴
輪

や
須す

恵え

器き

な
ど
も
展
示
し
ま
す
。

◆
古
代
～
中
世

　

古
代
で
は
、
律
令
制
下
の
土
佐
の
様
相
に

つ
い
て
役
所
や
古
代
寺
院
、
郡ぐ

ん

衙が

に
関
連
す

る
も
の
や
山
岳
寺
院
な
ど
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。

　

中
世
で
は
、
荘
園
関
係
資
料
や
輸
入
陶
磁

器
、
一
括
で
埋
納
さ
れ
た
銭せ
ん

貨か

、
石せ

き

造ぞ
う

塔と
う

婆ば

、

田
村
の
環
溝
屋
敷
群
の
終し

ゅ
う

焉え
ん

を
物
語
る
文
字

資
料
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
近
　
世

　

近
世
で
は
、
築
城
奉
行
・
百ど

ど々

越え
ち

前ぜ
ん

に
関

す
る
資
料
や
、
捕
鯨
な
ど
の
新
収
蔵
資
料
の

他
、
今
回
新
た
に
お
借
り
し
た
資
料
を
展
示

し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
小
学
校
が
来
館
す
る
折

に
展
示
解
説
の
要
望
が
多
か
っ
た
野
中
兼
山

の
新
田
開
発
に
つ
い
て
の
資
料
も
充
実
さ
せ

て
い
ま
す
。「
維い

新し
ん

の
胎た

い

動ど
う

」
の
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
を
も
た
ら
し

た
の
は
坂
本
龍
馬
ら
下
士
ば
か
り
で
な
く
、

上
士
は
勿
論
の
こ
と
、
庶
民
ら
の
裾す

そ

野の

の
広

が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
教
育
面
な
ど
か
ら

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
グ
リ
ッ
ド土佐国領内絵図

線
せん

刻
こく

礫
れき

　縄文時代後期後半
四万十市大宮・宮崎遺跡
四万十市教育委員会蔵

井
戸
跡
か
ら
出
土
し
た
慶
長
十
一
年(

一
六
〇
六)

の
祈
祷
札

南
国
市
田
村
遺
跡
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◆
戦
後
の
生
活

　

こ
れ
ま
で
の
展
示
で
は
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
も

生
活
の
変
化
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
紹
介
し
ま
す
。
高
知
県
の
特
色
を
あ
ら
わ
す
郷
土
玩
具
や

観
光
ポ
ス
タ
ー
も
展
示
し
ま
す
。

　

新
し
く
で
き
た
グ
リ
ッ
ド
展
示
で
は
「
海
に
生
き
る
人
び
と
」
と
「
山
に
く
ら
す
人
び
と
」

の
二
つ
の
テ
ー
マ
で
、
漁ぎ

ょ

撈ろ
う

技
術
や
山
に
暮
ら

す
人
々
の
知
恵
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

  

準
備
時
間
が
あ
ま
り
に
も
無
か
っ
た
た
め
に

不
十
分
な
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
マ
ン
ガ
を

使
っ
た
解
説
な
ど
、
わ
か
り
や
す
く
、
面
白
い

展
示
を
め
ざ
し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
新
・
総
合
展
示

室
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。

副
館
長　

猪　

野　
　
　

満

　

開
館
以
来
二
〇
年
を
迎
え
る
当
館
の
改
修

工
事
（
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
）
は
、
展
示
室
関
係

は
勿
論
の
こ
と
、
利
用
施
設
も
開
館
当
時
は

想
定
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
事
が
い
く
つ

も
あ
り
、
こ
の
機
会
に
で
き
る
限
り
の
改
善

を
図
り
、
来
館
者
の
皆
様
に
こ
の
施
設
を
利

用
し
て
い
た
だ
き
や
す
い
も
の
に
す
べ
く
努

力
を
い
た
し
ま
し
た
。

●
多
目
的
ホ
ー
ル
（
旧
Ａ
Ｖ
ホ
ー
ル
）

　

開
館
当
初
、
二
階
の
Ａ
Ｖ
ホ
ー
ル
は
映
像

関
係
を
中
心
に
利
用
す
る
ホ
ー
ル
と
し
て
設

計
さ
れ
て
い
た
た
め
、
講
座
や
会
議
等
で
利

用
す
る
場
合
に
照
明
が
均
等
に
ホ
ー
ル
全
体

に
当
た
ら
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
り
、
利
用

し
づ
ら
い
と
の
声
を
多
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
の
改
修
に
よ
り
映
像
シ
ス
テ
ム
の
変
更

は
勿
論
、
天
井
照
明
も
一
新
し
て
明
る
く
、

講
座
や
会
議
等
に
も
利
用
し
や
す
い
ホ
ー
ル

と
し
ま
し
た
。

　

通
常
時
は
、
高
知
県
の
民
俗
や
歴
史
を
紹

介
す
る
映
像
ホ
ー
ル
と
し
て
、
講
座
や
会
議

時
に
は
明
る
く
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
の
映

像
も
流
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
る
研
修

ホ
ー
ル
と
し
て
、
多
目
的
利
用
が
可
能
と
な

り
ま
し
た
。
定
員
も
最
大
一
〇
〇
名
か
ら

一
五
〇
名
と
広
が
り
ま
し
た
。

●
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
し
た
正
面
入
口

　

駐
車
場
か
ら
当
館
一
階
入
口
ま
で
は
、
石

段
で
階
段
状
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
っ
て
い
た

た
め
、
障
害
を
お
持
ち
の
方
や
高
齢
者
の
方

に
は
非
常
に
不
評
で
し
た
。
今
回
の
改
修
で

は
一
階
入
口
ゲ
ー
ト
ま
で
車
で
の
進
入
が
可

能
（
但
し
、駐
車
は
出
来
ま
せ
ん
が
）
と
な
り
、

ま
た
雨
の
日
の
乗
り
降
り
の
た
め
に
雨
よ
け

屋
根
も
設
置
し
ま
し
た
。
手て

摺す
り

付
ス
ロ
ー
プ

を
設
置
す
る
な
ど
、
人
に
優
し
い
入
口
と
な

る
よ
う
に
改
善
い
た
し
ま
し
た
。

　

開
館
か
ら
二
十
歳
と
な
る
「
れ
き
み
ん
」

を
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

新しい多目的ホール

展
示
以
外
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
つ
い
て
の
ご
案
内

　

コ
ン
セ
プ
ト
は
「
利
用
し
や
す
い
施
設
」
づ
く
り

の
下
で
高
知
城
下
町
の
展
示
を
展
開
し
ま
す
。

◆
近
　
代

　

近
代
で
は
、
高
知
県
の
近
代
化
を
物
語
る

逓て
い

送そ
う

車し
ゃ

な
ど
の
資
料
や
戦
争
資
料
な
ど
を
展

示
し
ま
す
。

◆
民
　
俗

　

民
俗
は
、
高
知
県
の
庶
民
の
暮
ら
し
や
文

化
を
紹
介
し
ま
す
。
祭
礼
、
年
中
行
事
、
人

生
儀
礼
、
信
仰
な
ど
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー

で
は
、
陰
陽
道
ブ
ー
ム
で
全
国
的
に
名
を
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
旧
物
部
村
の
「
い
ざ

な
ぎ
流
」

の
御ご

幣へ
い

や

仮
面
も
展

示
し
ま
す
。

相合傘

逓送車

土佐お化け草紙(複製）原資料　堀見忠司氏蔵
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武
市
半は

ん

平ぺ
い

太た

（
瑞ず

い

山ざ
ん

）
は
郷ご

う

士し

の
な
か
で

も
比
較
的
裕
福
な
白し

ら

札ふ
だ

の
家
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
若
い
頃
か
ら
国
学
や
剣
術
を
学
び
、
の

ち
に
は
強
烈
な
尊
王
攘
夷
の
志
士
と
な
っ
た

こ
と
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
す
。
し
か
し
、

最
近
で
は
、
吉
田
東
洋
の
暗
殺
な
ど
、
過
激

な
思
想
・
行
動
の
み
が
と
り
ざ
た
さ
れ
、
等

身
大
の
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、
几き

ち
ょ
う帳

面め
ん

な
半
平
太

が
妻
・
富
に
宛
て
た
手
紙
を
通
し
て
、
人
間
・

武
市
半
平
太
に
迫
り
ま
す
。

  

現
在
、
半
平
太
が
富
に
あ
て
た
手
紙
は
、

獄
中
書
簡
を
中
心
に
し
て
約
二
〇
〇
通
あ
ま

り
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
武
市
家

の
ご
子
孫
宅
で
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
た
も

の
で
、
昭
和
五
二
年
に
高
知
県
に
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
こ
の
膨
大

な
手
紙
の
な
か
か
ら
、
彼
の
政
治
思
想
に
関

企 画 展
「
土
佐
勤
王
党
盟
主 

武
市
半
平
太
の
手
紙 

―
拝
啓 

お
と
み
殿
―
」

　
　

会
期
…
平
成
二
二
年
四
月
二
四
日（
土
）
～
六
月
二
〇
日（
日
）

わ
る
も
の
や
、
妻
・
富
を
は
じ
め
と
す
る
家

族
に
対
す
る
深
い
愛
情
が
う
か
が
え
る
も
の
、

さ
ら
に
人
間
・
半
平
太
を
よ
く
表
し
て
い
る

も
の
を
厳
選
し
、
一
堂
に
展
示
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
企
画
展
な
ど
で
部
分
的
に
紹
介

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
よ

う
に
手
紙
を
全
面
に
出
し
た
展
示
会
は
史
上

初
と
な
り
ま
す
。　

　

手
紙
に
見
ら
れ
る
、
繊
細
で
知
性
的
な
文

章
。
そ
し
て
時
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
土
佐
方
言

を
使
っ
た
く
だ
り
な
ど
は
特
に
興
味
を
そ
そ

ら
れ
ま
す
。

◦
傍
線
部
現
代
訳

　

牢
内
で
自
画
像
を
描
い
た
が
、
ち
ょ
っ

と
男
前
に
描
い
て
し
ま
っ
た
…
。

◦
傍
線
部
現
代
訳

　
女
房
が
牢
屋
に
こ
っ
そ
り
会
い
に
来
た

と
知
れ
た
ら
大
変
で
あ
る
。
よ
く
ぞ
思
い
と

ど
ま
っ
て
く
れ
た
。
そ
れ
で
こ
そ
わ
が
妻
で

あ
る
…
。

　

ま
た
、
関
連
資
料
と
し
て
、
手
紙
と
と
も

に
武
市
家
に
伝
え
ら
れ
た
刀
・
書
画
な
ど
の

美
術
・
工
芸
品
や
、
妻
・
富
に
関
す
る
資
料
、

死
後
の
名
誉
回
復
に
関
す
る
資
料
も
展
示
し
、

周
辺
を
彩
り
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
企
画
展
は
、当
館
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
記
念
企
画
展
で
あ
り
、
北
川
村
立
中
岡

慎
太
郎
館
と
の
共
同
企
画
展
と
な
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。　
　
　
（
野
本
）

　

※
関
連
行
事
と
し
て
、
バ
ス
ツ
ア
ー
も
予
定
し
て

　
　

い
ま
す
。
詳
し
く
は
八
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

武市半平太(瑞山）獄中自画像

武市半平太書状　第十九巻
慶応元年(1865)1月2日妻･富宛(部分）

武市半平太書状　第二十三巻
元治元年(1864)7月15日頃 
妻・富、姉・奈美宛(部分）

鏡新明智流皆伝全　桃井春蔵印可
入門した翌年に免許皆伝・塾頭となった

武市半平太等贈位祭文　板垣退助筆 竹図　武市瑞山筆
獄中の作と考えられる
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坂
本
龍
馬
は
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）、

土
佐
藩
の
郷
士
・
坂
本
家
の
次
男
と
し
て
生

ま
れ
ま
し
た
。
商
家
才
谷
屋
の
系
譜
を
引
く

坂
本
家
の
自
由
で
合
理
的
な
町
人
気
質
に
触

れ
な
が
ら
育
っ
た
龍
馬
は
、

窮
屈
な
土
佐
藩
を
飛
び
出
し
、

幕
臣
勝
海
舟
の
門
弟
と
な
り
、

航
海
術
を
習
得
し
ま
す
。
そ

の
後
、
長
崎
で
貿
易
会
社
を

兼
ね
た
政
治
結
社
・
亀
山
社

中
、
そ
し
て
海
援
隊
を
組
織

し
ま
す
。
対
立
し
て
い
た
薩

　

特
別
展
「
龍
馬
伝
」
に
関
連
す
る
志

の
時
代
展
企
画
展
が
高
知
県
立
坂
本
龍

馬
記
念
館
と
北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館

な
ど
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

中
岡
慎
太
郎
館
で
は
、
本
号
に
紹
介

し
て
い
ま
す
よ
う
に

当
館
と
の
共
同
開
催

で
「
土
佐
勤
王
党
盟

主　

武
市
半
平
太
の

手
紙
―
拝
啓　

お
と

み
殿
―
」
展
を
七
月

一
〇
日
（
土
）
～
九

月
一
二
日
（
日
）
に

か
け
て
開
催
し
ま
す
。

　

龍
馬
記
念
館
は
、
薩
長
同
盟
成
立
の

た
め
龍
馬
を
陰
で
支
え
た
志
士
た
ち
に

つ
い
て
新
資
料
を
背
景
に
紹
介
す
る
と

と
も
に
同
盟
成
立

の
過
程
を
追
う

「
薩
長
同
盟
を
支

え
た
男
た
ち
」
展

を
七
月
一
七
日

（
土
）
～
一
〇
月

八
日
（
金
）
に
開

催
し
ま
す
。

摩
藩
と
長
州
藩
の
間
を
調
停
し
、
薩
長
同
盟

の
締
結
に
尽
力
、
さ
ら
に
は
大
政
奉
還
の
実

現
を
め
ざ
し
て
奔
走
し
、
明
治
維
新
を
大
き

く
推
し
進
め
る
原
動
力
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
一
一

月
一
五
日
、
何
者
か

に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
、

「
世
界
の
海
援
隊
を

作
る
」
と
い
う
夢
半

ば
に
し
て
、
三
三
年

の
短
い
人
生
の
幕
を

閉
じ
ま
し
た
。

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、

二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬

伝
」
の
放
送
と
連
動

し
て
、
高
知
や
京
都

な
ど
に
伝
わ
る
龍
馬

の
遺
品
や
書
簡
類
、

幕
末
の
騒
乱
を
伝
え

る
歴
史
資
料
な
ど
で

構
成
し
な
が
ら
、
坂

本
龍
馬
の
波
乱
に
満

ち
た
生
涯
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

展
示
資
料
は
、
海
援
隊

の
活
動
や
龍
馬
の
国
家

構
想
案
な
ど
を
記
録
し

た
「
海
援
隊
日
史
」、
暗

殺
現
場
の
床
の
間
に
か
け

て
あ
っ
た
掛
軸
「
梅
椿
図

（
血
染
め
の
掛
軸
）」、
岩

崎
弥
太
郎
が
長
崎
で
か
わ

し
た
軍
艦
購
入
契
約
書
や

「
い
ろ
は
丸
」
に
関
す
る

記
録
類
を
収
め
た
「
長
崎

奉
行
所
文
書
」
な
ど
重
要

文
化
財
指
定
資
料
を
は
じ

め
、
龍
馬
が
家
族
や
木
戸

孝
允
ら
に
送
っ
た
直
筆
の

手
紙
、
岩
崎
弥
太
郎
直
筆

の
手
紙
や
山
内
神
社
に
奉

納
し
た
鈴
な
ど
二
人
の
活

動
を
知
る
こ
と
の
で
き
る

資
料
を
全
国
か
ら
集
め
て
一
堂
に
展
示
し
ま

す
。（
※
期
間
中
資
料
の
展
示
替
を
予
定
し

て
い
ま
す
）

　

こ
の
展
示
会
は
、
全
国
の
四
会
場
で
開
催

さ
れ
ま
す
。
ま
ず
四
月
二
七
日
（
火
）
～
六

坂本龍馬湿板写真 当館蔵
坂本龍馬使用の鏡
京都国立博物館蔵

月
六
日
（
日
）
の
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館

を
皮
切
り
に
、
京
都
文
化
博
物
館
〈
六
月

一
九
日
（
土
）
～
七
月
一
九
日
（
月
・
祝
）〉、

そ
し
て
高
知
会
場
の
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資

料
館
【（
七
月
三
一
日
（
土
）
～
八
月
三
一

日
（
火
）】、
最
後
は
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館

（
一
〇
月
二
日
（
土
）
～
一
一
月
三
日
（
水
・

祝
）
に
巡
回
し
ま
す
。 

坂本龍馬佩用　刀　銘吉
よしゆき

行    京都国立博物館蔵

　
特
別
展
「
龍
馬
伝
」
こ
の
夏
　
歴
民
で
開
催

７
月
31
日（
土
）
～ 

８
月
31
日（
火
）

二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
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◦当館へ電話等で要予約　参加費要､先着各42名

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
70
号

平
成
二
二
年
三
月
三
一
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
（
一
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

臨時休館のお知らせ
　平成22年４月５日（月）～４月９日（金）
　　　リニューアルオープン準備のため休館します。
　平成22年７月22日（木）～７月30日（金）
　　　特別展「龍馬伝」の準備のため休館します。

　　「土佐勤王党盟主-武市半平太の手紙-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   -拝啓 おとみ殿-｣
　　　平成22年4月24日(土）～6月20日(日）
　武市半平太が妻の富に宛てた手紙は200
通余り残っています。そこには勤王党の活
動内容だけではなく、妻への愛情がにじみ
でています。今回は、手紙の他刀剣など武
市家に伝わるゆかりの遺品も一堂に展示
し、勤王党の動き、また半平太の人となり
を紹介します。高知県立歴史民俗資料館・
北川村立中岡慎太郎館共同企画展。
（中岡慎太郎館では7/10～9/12開催）

「土佐の料理 伝承人」の指導のもと家庭でできる、いなか寿司
や、かつおのタタキなど郷土料理の料理教室を開催します。
日　時：６月20日（日） 10:00～13:30
申　込：要。定員になり次第締め切り
参加費：要（食材費）　　　　※詳細は、お問い合わせください。

バスツアー

郷土料理　伝承 塾

平成22年３月21日(日）
　　　　　～４月４日(日）
１階企画展示室にて開催
(4/2～4は午後８時まで)    

前田博史写真博 深
みやま

山

企画展

５月８日(土)･５月22日(土)･5月29日(土)　各8:00 JR高知駅出発
　担当学芸員が同行し県立歴史民俗資料館企画展と北川村立中岡慎
太郎館の春期企画展「幕末土佐『志士』の群像」展を解説します。
土佐龍馬であい博の安芸サテライト会場も見学予定。

５月16日(日)･6月20日(日)　13:00～14:30
　担当学芸員による企画展の展示解説
※観覧料が必要です。

５月３日(祝･月) 終日 観覧料無料
  新しくなった常設展と企画展を見
てクイズに答えよう（終日)｡
先着300名に参加賞有り。
  ワクワクワーク
「折り紙でかっこいい兜を作ろう!」
　　　　　　　10:00～12:00 13:30～15:30　自由参加
「長宗我部氏の武将になろう!」10:00～12:00
「土佐民話の家�」14:00～15:00  お話:市原麟一郎氏
「岡豊城跡探訪」13:30～15:30

展示室トーク

れきみんの日 ◦ワクワクワークの折り紙以外､電話等で要予約(先着順)

平成22年4月～6月の催し

４月10日(土)10時

　平成22年NHK大河ドラマ
「龍馬伝」の放送と連動して
東京、京都、高知、長崎の全
国４会場を巡回する特別展で
す。高知や京都などに伝わる
龍馬の遺品や書簡類、幕末の
騒乱を伝える歴史資料などで
構成しながら、坂本龍馬の波
乱に満ちた生涯を浮き彫りに
していきます。

　白神、大山、屋久島、そして四国で撮影した
自然の美しい姿が心を揺さぶります。自然の声
にぜひ耳を傾けて下さい。

予告 次回 夏の特別展

NHK大河ドラマ

特別展

平成22年

7月31日(土)

～8月31日(火）

 ◦武者行列入城　10:00～
 ◦岩国藩鉄砲隊保存会  鉄砲隊演武　13:30～
 ◦リニューアル記念特別講演会（要予約､先着150名）
 　　5月22日(土）13:00～17:00
 「検証 長宗我部元親の四国統一戦｣
　　　　　　　　　　講師：三重大学教授 藤田 達生氏
　　　　　　　　　　講師：高知大学教授 津野 倫明氏


