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新
出
の
長
宗
我
部
元
親
書
状（
大
阪
城
天
守
閣
蔵
）
石
畑　

匡
基

資
料
見
聞

　

近
年
、
長
宗
我
部
氏
を
め
ぐ
る
通
説
の
修

正
を
迫
る
研
究
が
続
々
と
生
み
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
背
景
の
一
つ
に
、
軍
記
物

語
に
依
拠
し
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
、
書

状
と
い
っ
た
同
時
代
の
史
料
（
い
わ
ゆ
る

一
次
史
料
）
の
研
究
に
よ
っ
て
覆
す
と
い
っ

た
手
法
が
進
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
長
宗
我
部
元
親
書
状
（
以

下
、
史
料
１
）
か
ら
も
、
そ
の
一
端
が
窺

い
知
れ
ま
す
。
ま
ず
、
史
料
１
の
釈
文
を

掲
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。（
／

は
改
行
）

　
　

猶
以
、
爰
元
御
用
等
候
者
、
／

不
被
置

御
心
可
被
仰
聞
候
、
／

此
者
す
な
か
ね

ふ
き
や
う
／

承
候
て
罷
戻
候
へ
と
申
候
、

／

乍
恐
自
然
者
奉
頼
候
、
／

以
上

此
頃
御
帰
国
候
哉
と
為
／

御
音
信
用
飛
脚
候
、

／

何
程
被
成
御
休
息
候
哉
、
／

今
度
之
御
帰
国
、

寔
／

御
仕
合
目
出
度
、
我
等
／

一
人
之
様
大
慶

存
候
、
／

呉
々
陣
中
已
来
得
／

御
意
、
今
度
於

伏
見
も
／

別
而
御
入
魂
、
御
懇
／

意
儀
共
、
難

忘
存
候
、
中
／々

存
程
不
被
申
候
、
当
国
御

舟
／

作
之
儀
も
近
日
可
相
調
／

躰
候
、
于
今
御

三
人
御
在
／

国
之
義
共
候
、
何
頃
可
為
御
／

上

洛
候
哉
、
拙
者
儀
、
八
九
／

月
之
間
ニ
可
罷

登
存
候
、
於
／

上
国
毎
事
可
得
御
意
候
間
／

不

能
詳
候
、
乍
存
留
筆
申
候
、
／

御
床
敷
存
候
、

恐
惶
謹
言

　
　

六
月
晦
日　

長
土

　
　
　
　
　
　
　
　

元
親
（
花
押
）

　
　
　

垣
泉
州
様　

人
々
御
中

　

史
料
１
は
、
平
成
30
年
（
２
０
１
８
）
度

に
大
阪
城
天
守
閣
へ
収
蔵
さ
れ
た
新
出
の
元

親
書
状
で
す
。
元
親
が
垣
見
一
直
と
い
う
大

名
に
宛
て
た
も
の
で
、
朝
鮮
か
ら
の
帰
国
が

叶
い
、
伏
見
で
懇
談
し
た
礼
を
述
べ
て
い
ま

す
。
朝
鮮
に
在
陣
し
て
い
た
元
親
は
、
慶
長

３
年
（
１
５
９
８
）
５
月
に
帰
国
し
、
11
月

に
は
伏
見
に
い
る
の
で
、
慶
長
３
年
の
発
給

と
推
定
さ
れ
ま
す
。「
恐き

ょ
う

惶こ
う

謹き
ん

言げ
ん

」
と
い
う

書か
き

止と
め

文も
ん

言ご
ん

か
ら
、
元
親
は
一
直
へ
大
変
敬
意

を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

元
親
と
一
直
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
寛

永
８
年
（
１
６
３
１
）
の
元
親
33
回
忌
に
霊

前
に
供
え
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た『
元
親
記
』

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
慶
長
２
年
10
月
中
旬
ご
ろ
朝
鮮
在
陣
中

の
元
親
は
一
直
と
仲
が
悪
く
な
り
（「
間
あ

し
く
成
」）、
さ
ら
に
現
地
で
の
築
城
を
め

ぐ
っ
て
激
し
く
口
論（「
事
々
敷
せ
き
あ
ひ
」）

し
た
と
い
う
も
の
で
す
。
以
来
両
者
の
仲
は

険
悪
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

右
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
対
し
て
、
津つ

野の

倫と
も

明あ
き

氏
は
、
当
館
が
寄
託
を
受
け
て
い
る
（
慶
長

２
年
）
４
月
19
日
付
一
直
宛
元
親
書
状
（
以

下
、
史
料
２
）
で
、
元
親
が
息
子
盛
親
の
秀

吉
へ
の
「
御
目
見
」
を
一
直
に
依
頼
し
て
お

り
、
史
料
１
と
同
様
に
書
止
文
言
が
「
恐
惶

謹
言
」
と
い
う
丁
寧
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
こ

と
か
ら
両
者
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
と
従

来
の
説
に
疑
義
を
唱
え
ま
し
た
（「
軍
目
付

垣
見
一
直
と
長
宗
我
部
元
親
」『
長
宗
我
部

氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
２
０
１
２
年
、

初
出
は
２
０
１
０
年
）。

　

た
だ
し
、『
元
親
記
』
が
記
す
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
史
料
２
が
出
さ
れ
た
後
の
も
の
で
あ

る
た
め
、
懇
意
で
あ
っ
た
両
者
が
朝
鮮
で
の

口
論
に
よ
っ
て
不
仲
に
な
っ
た
可
能
性
は
完

全
に
捨
て
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

朝
鮮
か
ら
帰
国
し
た
の
ち
に
出
さ
れ
た
史
料

１
の
出
現
に
よ
っ
て
、
や
は
り
『
元
親
記
』

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
誤
り
で
あ
っ
た
と
判
断
で

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
次
史
料
の
研
究

に
よ
っ
て
、
編
纂
史
料
に
依
拠
し
た
通
説
を

修
正
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

長宗我部元親書状（大阪城天守閣蔵）
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当
館
は
本
年
で
開
館
30
周
年

を
迎
え
、
本
年
度
は
そ
れ
を
記

念
し
た
企
画
展
を
開
催
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
最
後
を
飾
る
の

が
、
長
宗
我
部
氏
を
主
人
公
と

し
た
「
長
宗
我
部
氏
と
そ
の
時

代
―
一
次
史
料
が
つ
む
ぎ
だ
す
、

そ
の
実
像
―
」
で
す
。

　

30
年
の
間
に
元
親
に
関
連
し

た
企
画
展
を
当
館
で
は
何
回
か
開
催
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
中
心
は
長
宗
我
部
氏
の
活
躍

や
彼
ら
が
生
き
た
戦
国
と
い
う
時
代
の
研
究

成
果
を
紹
介
す
る
も
の
で
し
た
。
今
回
の
企

画
展
で
は
少
し
趣
向
を
変
え
て
、
長
宗
我
部

氏
の
活
躍
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
古
文
書
と

い
っ
た
一
次
史
料
の
伝
来
や
、
そ
れ
を
用
い

た
土
佐
や
長
宗
我
部
氏
の
研
究
史
に
着
目
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
土
佐
史
界
の
開
拓
者　

谷
秦じ

ん

山ざ
ん

　

谷
秦
山
（
１
６
６
３
～
１
７
１
８
）
は
、

江
戸
中
期
に
お
け
る
土
佐
の
儒
学
者
・
神
道

家
で
す
。
実
名
は
重し

げ

遠と
う

、
通
称
は
丹
三
郎
で

す
が
、
秦
山
の
号
が
最
も
良
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
17
歳
で
上
京
し
、
山
崎
闇あ

ん

斎さ
い

の
門
下

と
な
り
、
儒
学
や
神
道
を
学
び
ま
し
た
。
元

禄
元
年
（
１
６
８
８
）、
26
歳
の
秦
山
が
編

纂
を
始
め
た
の
が
、『
土
佐
遺
語
』
で
す
（
写

真
１
）。
こ
の
時
期
の
土
佐
の
歴
史
書
は『
元

親
記
』（
１
６
３
１
年
成
立
）
や
『
長
元
記
』

（
１
６
５
９
年
ご
ろ
成
立
）
が
あ
る
の
み
で
、

そ
れ
ら
に
脚
色
を
加
え
た
『
土
佐
物
語
』
や

『
土
佐
軍
記
』
の
記
述
が
通
説
と
し
て
流
布

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
秦
山
は
、
郷

土
史
の
欠
陥
と
、
研
究
の
必
要
性
を
訴
え
ま

し
た
。
そ
し
て
、
史
実
に
つ
い
て
は
考
証
を

根
拠
と
し
、
古
文
書
・
棟
札
・
系
図
な
ど
の

史
料
に
よ
っ
て
通
俗
や
伝
説
の
排
除
を
試
み

ま
し
た
。
こ
の
『
土
佐
遺
語
』
の
編
纂
を
補

助
し
た
の
が
、
弟
子
の
奥お

く
の

宮み
や

正ま
さ

明あ
き

で
し
た
。

■
奥
宮
正
明
と
『
土
佐
国
蠹と

簡か
ん

集し
ゅ
う』

　

奥
宮
正
明
（
１
６
４
８
～
１
７
２
６
）
は
、

土
佐
藩
の
年
貢
に
関
わ
る
役
職
で
あ
る
検け

見み

役
を
つ
と
め
た
藩
士
で
あ
り
な
が
ら
、
秦
山

に
師
事
し
た
歴
史
家
で
す
。
検
見
役
と
い
う

仕
事
柄
、
藩
内
を
巡
見
す
る
機
会
が
多
く
、

各
地
の
古
文
書
の
採
訪
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
成
果
を
享
保
10
年
（
１
７
２
５
）
に
『
土

佐
国
蠹
簡
集
』
と
い
う
編
年
体
の
史
料
集
に

ま
と
め
ま
し
た
（
写
真
２
）。
収
録
史
料
に

は
、
当
時
の
所
蔵
者
・
所
蔵
点
数
が
明
記
さ

れ
、
場
合
に
よ
っ
て
正
明
の
註ち

ゅ
う

解か
い

が
記
さ
れ

ま
し
た
。『
土
佐
国
蠹
簡
集
』
は
、
昭
和
52

年
（
１
９
７
７
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
高
知
県

史
古
代
中
世
史
料
編
』
に
も
収
録
さ
れ
て
お

り
、
現
在
も
長
宗
我
部
氏
研
究
を
行
う
う
え

で
基
本
文
献
と
し
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
編
纂
史
料
集
の
落
と
し
穴

　
『
土
佐
国
蠹
簡
集
』
に
類
似
す
る
史
料
集

は
日
本
各
地
で
編
纂
さ
れ
、
現
在
で
は
原
本

が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
古
文
書
の
記
載
情
報

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
大
変
便
利
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
手
書
き
に
よ
る
筆
写

と
い
う
性
質
上
、
し
っ
か
り
と
史
料
批
判
を

行
っ
た
う
え
で
研
究
に
用
い
な
い
と
思
わ
ぬ

落
と
し
穴
に
は
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

萩
藩
（
長
州
藩
と
も
）
に
は
、
18
世
紀
中

頃
に
家
臣
が
持
つ
家
系
図
や
伝
来
の
古
文
書

を
筆
写
し
て
編
纂
し
た
「
譜ふ

録ろ
く

」
と
い
う
史

料
集
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
に
「
長
曽
我
部

元
親
書
状
」
と
い
う
史
料
を
掲
載
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す（
写
真
３
）。確
か
に
署
名
は「
元

親
」
で
す
が
、
そ
の
下
に
は
「
御
判
」
と
書

か
れ
る
だ
け
で
、
花か

押お
う

ま
で
は
写
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。「
閏う

る
う

十
一
月
三
日
」
と
あ
る
た
め
、

「
長
宗
我
部
氏
と
そ
の
時
代

　
　
　
　
―
一
次
史
料
が
つ
む
ぎ
だ
す
、
そ
の
実
像
―
」

開
館
30
周
年
記
念
企
画
展

会
期
：
令
和
４
年
１
月
14
日（
金
）～
３
月
21
日（
月
・
祝
）

石
畑　

匡
基写真１「土佐遺語」

(高知県立高知城歴史博物館蔵）

写真２「土佐国蠹簡集」巻４(高知県立高知城歴史博物館蔵）

写真３「譜録」（山口県文書館蔵）
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そ
し
て
、
雪
蹊
寺
に
安
置
さ
れ
て
い
た
木
造

長
宗
我
部
元
親
坐
像
や
絹
本
著
色
長
宗
我
部

元
親
像
な
ど
の
寺
宝
は
秦
神
社
へ
と
移
さ
れ
、

社
宝
と
し
て
現
在
ま
で
大
切
に
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。

■
一
次
史
料
の
流
出
を
防
ぐ

　

さ
ら
に
、
高
知
県
内
に
残
さ
れ
た
貴
重
な

史
料
が
県
外
に
流
出
す
る
と
い
う
危
機
も
生

じ
ま
し
た
。
そ
こ
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、

郷
土
史
家
で
あ
る
寺
石
正ま

さ

路み
ち

（
１
８
６
８
～

１
９
４
９
）
で
し
た
。

　

例
え
ば
、
高
知
海
南
学
校
で
教き

ょ
う

鞭べ
ん

を
執と

っ

て
い
た
際
の
教
え
子
の
一
人
で
あ
る
八や

井い

田だ

寛ひ
ろ
し

に
対
し
て
寺
石
は
旧
堀
内
家
文
書
の
購
入

を
勧
め
て
い
ま
す
。

　

旧
堀
内
家
文
書
と
は
柿か

き

木の
き

山や
ま

（
現
四
万
十

町
仁
井
田
）
の
名
家
で
、
そ
の
所
蔵
文
書
は

『
土
佐
国
蠹
簡
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
ま

す
。
寺
石
が
八
井
田
に
送
っ
た
書
簡
（
写
真

天
正
２
年
（
１
５
７
４
）
と
比
定
で
き
ま
す

が
、
こ
れ
は
元
親
が
土
佐
を
統
一
す
る
前
年

に
当
た
り
ま
す
。

　

文
中
の
傍
線
に
は
「
月
田
之
成
行
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
美
作
国
月つ

き

田だ

（
現
岡
山

県
真
庭
市
）
で
勃
発
し
た
、
戦
国
大
名
毛
利

氏
と
備
中
の
国
衆
で
あ
る
三
村
元
親
と
の
対

立
を
指
す
と
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ

こ
で
出
て
来
る
元
親
は
三
村
元
親
と
捉
え
た

方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
写
し
た
人

が
三
村
元
親
と
長
宗
我
部
元
親
と
を
取
り
違

え
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
ま
す
。

　

長
宗
我
部
元
親
と
三
村
元
親
と
は
花
押
が

全
く
違
う
の
で
、
原
本
が
残
っ
て
い
れ
ば

間
違
う
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
（
写
真
４
）。

と
こ
ろ
が
、
編
纂
史
料
に
掲
載
さ
れ
る
場
合
、

花
押
ま
で
写
す
こ
と
は
ま
れ
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
記
載
内
容
を
全
て
鵜う

呑の

み
に
す
る

こ
と
は
新
た
な
間
違
い
を
生
む
要
因
に
な
る

の
で
気
を
付
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

■
江
戸
時
代
も
継
続
さ
れ
た
元
親
の
供
養

　

慶
長
５
年
（
１
６
０
０
）
の
関
ヶ
原
合
戦

に
お
け
る
論ろ

ん

功こ
う

行こ
う

賞し
ょ
う

に
よ
っ
て
新
た
な
土
佐

の
国
主
と
し
て
山
内
氏
が
入
国
し
ま
す
。
そ

の
た
め
、
長
宗
我
部
氏
の
旧
臣
は
冷れ

い

遇ぐ
う

さ
れ

た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
元

親
の
菩
提
寺
で
あ
る
雪せ

っ

蹊け
い

寺じ

で
は
、
た
び
た

び
元
親
供
養
の
た
め
の
法
要
が
催
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
も
そ
も
雪
蹊
寺
は
、
古
く
は
真
言
宗
寺

院
と
さ
れ
高
福
寺
と
称
し
、
の
ち
に
慶
雲
寺

に
改
め
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
慶
長
４
年

（
１
５
９
５
）
に
元
親
が
死
去
す
る
と
、
菩

提
寺
に
定
め
ら
れ
、
元
親
の
法
号
「
雪せ

っ

蹊け
い

恕じ
ょ
う

三さ
ん

大だ
い

禅ぜ
ん

定じ
ょ
う

門も
ん

」
に
ち
な
ん
で
雪
蹊
寺
と

改
め
る
と
と
も
に
、
臨
済
宗
に
改
宗
し
た
と

い
い
ま
す
。
山
内
氏
が
土
佐
に
入
国
し
た
の

ち
も
、
元
親
の
菩
提
を
弔と

む
ら

っ
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
寛
政
９
年
（
１
７
９
７
）
に
行
わ
れ

た
「
元
親
公
二
百
年
忌
」
で
は
「
御み

影え
い

」
の

表
具
を
修
理
し
て
い
ま
す
（
写
真
５
）。
こ

れ
は
、
元
親
の
死
の
直
後
に
、
そ
の
息
子
で

あ
る
盛
親
が
描
か
せ
、
雪
蹊
寺
に
奉
納
し
た

「
絹け

ん

本ぽ
ん

著ち
ゃ
く

色し
ょ
く

長
宗
我
部
元
親
像
」（
写
真
６
）

を
指
す
と
み
ら
れ
ま
す
。
法
要
で
は
参
加
者

か
ら
お
布
施
を
徴
収
し
、
修
理
費
用
に
充
て

て
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
山
内
氏
の
時
代
に
な
っ
て
も

元
親
ゆ
か
り
の
史
料
は
大
切
に
保
存
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

■
先
人
の
努
力
に
よ
り
残
っ
た
史
料

　

江
戸
時
代
も
変
わ
ら
ず
元
親
を
供
養
し
て

い
た
雪
蹊
寺
で
す
が
、
明
治
と
い
う
新
時
代

と
な
り
、
神
仏
分
離
令
に
よ
り
お
こ
っ
た
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
、
仏
教
寺
院
を
廃
寺
化
し
、
仏
教
を

排
斥
す
る
も
の
で
、
雪
蹊
寺
は
明
治
３
年

（
１
８
７
０
）
に
一
時
廃
寺
に
追
い
込
ま
れ

ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
同
年
閏
10
月
に
は
、
元
親
の

弟
で
あ
る
親
房
の
子
孫
と
称
す
る
長
宗
我
部

弥
九
郎
た
ち
が
元
親
父
子
を
祀
る
た
め
に
神

社
の
創
建
を
呼
び
か
け
ま
し
た
（
写
真
７
）。

こ
れ
に
よ
り
、
全
国
で
唯
一
長
宗
我
部
元
親

を
祭
神
と
す
る
秦
神
社
が
創
建
さ
れ
ま
し
た
。

写真５「長宗我部元親法要記」
（雪蹊寺蔵）

写真７「奉願」（個人蔵）

写真４「長宗我部元親の花押（左）と三村元親
の花押（右）」

写真６「絹本著色長宗我部元親像」
重要文化財(秦神社蔵）
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８
）
に
よ
る
と
、
旧
蔵
者
が
自
宅
を
整
理
し

た
際
に
売
り
に
出
し
、
現
在
は
江
之
口
（
現

高
知
市
）
の
人
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
と
い

い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
人
も
ど
こ
か
に

売
り
に
出
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
、

貴
重
な
古
文
書
を
県
外
に
は
流
出
さ
せ
た
く

な
い
寺
石
は
八
井
田
に
購
入
を
求
め
た
よ
う

で
す
。
そ
の
後
、
史
料
は
八
井
田
に
よ
っ
て

購
入
さ
れ
、
現
在
ご
子
孫
か
ら
当
館
に
寄
託

さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
９
）。
こ
の
よ
う
な

先
人
達
の
努
力
に
よ
っ
て
貴
重
な
史
料
が
高

知
県
に
残
さ
れ
、
我
々
も
そ
れ
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。

■
発
見
さ
れ
続
け
る
一
次
史
料

　

近
年
、
谷
秦
山
や
奥
宮
正
明
も
、
そ
の
存

在
を
知
ら
な
か
っ
た
一
次
史
料
が
続
々
と
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

記
憶
に
新
し
い
の
が
、
平
成
25
年

（
２
０
１
３
）
に
再
発
見
さ
れ
、
翌
年
に
当

館
が
岡
山
県
立
博
物
館
と
共
同
で
開
催
し
た

企
画
展
『
長
宗
我
部
氏
と
宇
喜
多
氏
』
に
お

い
て
展
示
し
た
「
石い

し

谷が
い

家け

文も
ん

書じ
ょ

」
で
し
ょ
う
。

特
に
、
元
親
が
明
智
光
秀
の
家
臣
で
あ
る
斉さ

い

藤と
う

利と
し

三み
つ

へ
宛
て
た
書
状
（
写
真
10
）
が
話
題

を
呼
び
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
書
状

が
天
正
10
年
（
１
５
８
２
）
に
起
き
た
本
能

寺
の
変
の
少
し
前

に
発
給
さ
れ
た
こ

と
が
判
明
し
た
か

ら
で
す
。

　

当
初
、
元
親
と

友
好
関
係
に
あ
っ

た
織
田
信
長
で
す

が
、
讃
岐
国
（
現

香
川
県
）
と
阿
波
国
（
現
徳
島
県
）
を
差
し

出
す
よ
う
に
、
元
親
に
命
じ
ま
し
た
。
し
か

し
元
親
が
、
そ
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
た

め
、
天
正
10
年
５
月
７
日
付
で
信
長
は
、
三

男
信の

ぶ

孝た
か

に
対
し
て
四
国
の
分
割
案
を
示
す
と

と
も
に
、
６
月
３
日
に
軍
勢
を
四
国
へ
渡
海

さ
せ
る
準
備
を
進
め
ま
し
た
。

　

元
親
に
と
っ
て
最
大
の
ピ
ン
チ
と
い
え
る

信
長
に
よ
る
四
国
攻
撃
へ
の
対
応
が
、
斉
藤

利
三
宛
の
書
状
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
れ
は
、
元
親
は
信
長
の
要
求
を
受

け
入
れ
、
讃
岐
・
阿
波
を
差
し
出
す
こ
と
を

容
認
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
書
状
の
内
容
は
、
本
能
寺
の
変
が
起

こ
っ
た
理
由
を
解
き
明
か
す
カ
ギ
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
現
在
も
様
々
な
議
論
を
巻
き

起
こ
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
平
成
30
年
度
（
２
０
１
８
）
に

は
高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
へ
元
親
や

盛
親
が
花
押
を
捺お

し

た
坪つ

ぼ

付つ
け

が
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
（
写
真
11
・

12
）。
こ
れ
も
従
来
、

知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
で
す
。

　

坪
付
と
は
、
主
君

が
家
臣
に
与
え
る
知ち

行ぎ
ょ
う

目
録
で
す
。
写

真
11
は
「
あ
さ
く
ら

（
朝
倉
）」
に
在
住
す

る
金
地
拾
（
十
）
兵

写真12「坪付」（高知県立高知城歴史博物館蔵）

写真11「坪付」（高知県立高知城歴史博物館蔵）

写真10「長宗我部元親書状」（林原美術館蔵）

写真８「寺石正路書簡（部分）」（個人蔵）

写真９「長宗我部盛親書状」（個人蔵）

衛
に
対
し
て
文
禄
３
年
（
１
５
９
４
）
10
月

23
日
付
け
で
発
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
書
の

奥
（
左
側
）
に
異い

筆ひ
つ

で
「
右
分
進
候
者
也
」

と
記
す
と
と
も
に
、
盛
親
の
花
押
が
据す

え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

写
真
12
も
金
地
十
兵
衛
に
対
し
て
与
え
ら

れ
た
坪
付
で
、
慶
長
４
年
（
１
５
９
９
）
３

月
22
日
付
け
で
発
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち

ら
は
、
日に

っ

下か

（
日
付
の
下
）
に
久
万
次
郎
兵

衛
な
ど
の
長
宗
我
部
家
臣
の
名
前
が
連
署
さ

れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
文
書
の
袖そ

で

（
右
側
）

に
は
花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
掲
し

た
元
親
の
花
押
（
写
真
４
）
と
少
し
様
相
が

異
な
り
ま
す
が
、
元
親
の
花
押
の
可
能
性
が

高
い
で
し
ょ
う
。

　

長
宗
我
部
氏
に
ま
つ
わ
る
一
次
史
料
が
今

後
も
発
見
さ
れ
る
こ
と
で
、
元
親
た
ち
の
知

ら
れ
ざ
る
一
面
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
く
で
し
ょ
う
。
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「
驚

き
ょ
う

異い

と
怪

か
い

異い

」
を
求
め
て

梅
野　

光
興

　

令
和
元
年
の
秋
、
大
阪
の
国
立
民
族
学
博

物
館
で
特
別
展
「
驚
異
と
怪
異
」
を
見
学
し

ま
し
た
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
「
想
像
界
の
生

き
も
の
た
ち
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
思
議

な
「
生
き
も
の
た
ち
」
を
集
め
た
特
別
展
で

し
た
。
会
場
に
は
人
魚
、
龍
、
怪
鳥
、
天て

ん

馬ば

、

巨
人
、
虫
な
ど
の
テ
ー
マ
で
世
界
と
日
本
の

数
多
く
の
怪
物
、精
霊
、神
の
造
形
物
が
ぎ
っ

し
り
集
め
ら
れ
て
お
り
、
圧
巻
で
し
た
。

　

河か
っ

童ぱ

や
天て

ん

狗ぐ

な
ど
は
「
妖
怪
展
」
で
も
お

な
じ
み
で
す
が
、「
妖
怪
展
」
と
ひ
と
味
違

う
の
は
、「
生
き
も
の
た
ち
」
と
表
題
に
あ

る
よ
う
に
、
幽
霊
は
登
場
し
な
い
こ
と
、
そ

し
て
空
想
上
の
存
在
で
あ
っ
て
も
現
実
に
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た（
こ
と
が
あ
る
）

に
行
っ
て

い
た
時
、

一
人
留
守

番
を
し
て

い
た
男
性

が
家
の
横

の
イ
チ
ジ

ク
の
木
の

横
に
立
っ

て
い
る
の

を
見
た
そ

う
で
す
。

山
深
い
所
で
遭
遇
し
た
の
か
と
思
っ
て
い
た

私
は
、
そ
ん
な
に
人
家
の
近
く
に
現
れ
た
ん

だ
と
意
外
で
し
た
。

　

そ
の
頃
、
比
婆
山
で
は
県
民
の
森
と
い
う

レ
ジ
ャ
ー
施
設
を
建
設
中
で
、
現
場
に
通
っ

て
い
た
人
が
途
中
で
ヒ
バ
ゴ
ン
を
目
撃
し
た

と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
。

「
噓
を
言
う
よ
う
な
人
で
は
な
い
」

  

目
撃
し
た
人
を
よ
く
知
っ
て
い
る
と
い
う

男
性
は
私
に
そ
う
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

　

情
報
が
満
ち
あ
ふ
れ
、
世
界
の
全
て
が
わ

か
っ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
が
増
え

た
現
代
に
こ
そ
、「
驚
異
と
怪
異
」
に
対
す

る
想
像
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
も

し
ま
す
。

　

国
立
民
族
学
博
物
館
の
特
別
展
「
驚
異
と

怪
異
」
の
一
部
を
、
来
春
当
館
で
も
展
示
で

き
な
い
か
と
、
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
を
重
視
し
た
セ
レ
ク
ト

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

  

例
え
ば
、
今
で
は
「
河
童
は
本
当
に
い
る

ん
だ
」
と
主
張
し
た
ら
笑
わ
れ
る
の
が
オ
チ

で
す
が
、
江
戸
時
代
の
『
和わ

漢か
ん

三さ
ん

才さ
い

図ず

会え

』

に
は
、
サ
ル
と
並
ん
で
川
太
郎
や
水す

い

虎こ

が
出

て
い
ま
す
。
各
地
で
実
際
に
河
童
を
捕
ま
え

た
と
い
う
話
も
あ
り
、
江
戸
時
代
の
高
知
県

に
も
そ
ん
な
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
政
３
年
（
１
８
２
０
）
９
月
12
日
９
ッ

半
頃
（
１
時
頃
）、幡
多
郡
鍋
島
村
（
四
万
十

市
鍋
島
）
庄
屋
の
兼
松
多
助
が
四
万
十
川
大

島
六
町
島
ノ
エ
ゴ
と
い
う
所
で
ぼ
ら
網
で
怪

物
を
捕
ま
え
ま
し
た
。
そ
の
怪
物
は
、
背
が

２
尺
５
寸
ば
か
り
（
75
㎝
）
で
、
手
足
に
は

黒
く
粗
い
毛
が

生
え
、
手
で
な

で
れ
ば
ウ
ナ
ギ

の
よ
う
な
心
地

で
と
ろ
と
ろ
と

す
べ
る
。
顔
は

猿
に
似
て
色
白
、

顔
に
は
毛
が
無

い
。
な
ま
ぐ
さ

い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
無
い
な

ど
く
わ
し
く
書

か
れ
て
い
ま
す
（『
三
安
漫
筆
』）。
頭
に
少

し
は
げ
が
あ
る
の
は
ど
う
や
ら
河
童
で
あ
る

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
記
録

に
は
「
怪
物
」
と
だ
け
あ
っ
て
、「
河
童
」

と
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
馬
を
水
中
に
引

き
込
も
う
と
し
て
、
逆
に
引
き
ず
ら
れ
、
泣

い
て
命
乞
い
を
し
た
と
い
う
民
話
の
中
の
河

童
と
は
リ
ア
リ
テ
ィ
が
違
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
「
い
る
か
い
な
い
か
わ
か
ら

な
い
」
生
き
も
の
た
ち
が
、
か
つ
て
は
存
在

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
な
ら
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
か

も
知
れ
な
い
、
と
考
え
る
あ
な
た
に
は
昭
和

時
代
に
評
判
に
な
っ
た
ヒ
バ
ゴ
ン
を
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

　

昭
和
45
年
（
１
９
７
０
）
７
月
20
日
、
広

島
県
庄
原
市
西
城
町
の
比ひ

婆ば

山
山
中
で
、
身

長
約
160
㎝
、
逆
三
角
形
の
頭
で
ゴ
リ
ラ
に
似

た
「
類
人
猿
」
が
目
撃
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ

以
降
目
撃
情
報
が
相
次
ぎ
、
探
検
隊
や
マ
ス

コ
ミ
の
取
材
も
殺
到
し
、
ふ
だ
ん
は
静
か
な

山
里
は
大
騒
動
に
な
り
ま
し
た
。怪
物
は「
ヒ

バ
ゴ
ン
」
と
命
名
さ
れ
、
そ
の
後
も
目
撃
事

例
は
続
き
ま
し
た
が
、
確
か
な
証
拠
も
つ
か

め
ず
、
騒
動
は
５
年
ほ
ど
し
て
落
ち
着
い
た

よ
う
で
す
。

　

先
日
、
ヒ
バ
ゴ
ン
が
目
撃
さ
れ
た
と
い
う

村
を
訪
ね
ま
し
た
。
既
に
目
撃
し
た
本
人
は

亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
近
所
の
人
に

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
妻
と
子
供
が
大
阪
の
万
博
を
見

ドライブインに立つヒバゴンの像とかわいいキャラ
化したヒバゴンの看板（広島県庄原市）

令和元年の国立民族学博物館
特別展「驚異と怪異」のチラシ
画像提供：国立民族学博物館
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講
演
で
は
、「
長
宗
我
部
氏
か
ら
見
た
戦

国
時
代
」
と
題
し
て
、
長
宗
我
部
氏
に
と
っ

て
の
戦
国
時
代
の
始
ま
り
と
終
わ
り
が
い
つ

な
の
か
、
長
宗
我
部
氏
に
ま
つ
わ
る
出
来
事

は
戦
国
時
代
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
か
、
さ
ら
に
本
能
寺
の
変
と
長
宗
我

部
氏
の
関
係
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
一
般

に
は
応
仁
の
乱
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

長
宗
我
部
氏
も
応
仁
の
乱
の
影
響
を
確
か
に

受
け
て
い
ま
す
が
、
長
宗
我
部
氏
の
戦
国
時

代
は
岡
豊
城
が
落
城
し
て
長
宗
我
部
氏
が

い
っ
た
ん
滅
び
る
こ
と
に
な
る
１
５
０
９
年

あ
る
い
は
１
５
２
１
年
頃
を
開
始
時
期
と
み

て
お
い
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
す
。

　

長
宗
我
部
元
親
の
土
佐
国
統
一
の
最
大
の

ラ
イ
バ
ル
に
な
っ
た
一
条
兼
定
に
つ
い
て
は
、

貴
族
の
最
上
位
の
家
柄
が
地
域
に
根
付
い
て

大
名
化
し
て
い
く
と
い
う
戦
国
時
代
な
ら
で

は
の
出
来
事
か
ら
繋
が
っ
て
お
り
、
キ
リ
ス

ト
教
伝
来
と
い
っ
た
出
来
事
も
両
者
の
戦
い

に
影
響
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

織
田
信
長
を
明
智
光
秀
が
殺
害
し
た
本
能

寺
の
変
に
関
し
て
は
、
元
親
が
直
接
関
与
し

て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
織
田
政

権
と
長
宗
我
部
氏
の
関
係
悪
化
を
明
智
光

　

令
和
元
年
（
２
０
１
９
）
に
発
生
し
た
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
国
際
正
式
名

称CO
V

ID
-19

）
の
蔓
延
は
、
世
界
的
に
大

き
な
危
機
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
感
染
拡
大
の
中
、
当
館
に
は
令
和
３

年
度
は
、
三
大
学
か
ら
六
名
の
実
習
生
の
申

し
込
み
が
あ
り
ま
し
た
。
六
名
の
実
習
生
を

極
力
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
大
学
と

何
度
も
協
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

対
応
の
一
つ
と
し
て
、
実
習
期
間
の
延
期

を
行
う
こ
と
を
検
討
し
ま
し
た
。
ま
た
、
極

力
少
な
い
人
数
で
実
習
を
行
う
こ
と
と
し
、

実
習
の
期
間
を
３
回
に
わ
け
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

感
染
の
拡
大
が
続
け
ば
、
実
習
の
開
催
も

危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
、
８
月
か
ら
10
月
に
か
け
、

実
習
生
を
左
記
の
３
回
に
分
け
て
感
染
対
策
を

行
い
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

① 

８
月
21
日
～
30
日
（
２
名
）

　

② 

９
月
１
日
～
８
日
（
３
名
）

　

③ 
10
月
13
日
～
20
日
（
１
名
）

　
　
　
　
（
期
間
中
１
日
休
み
）

　

各
期
間
中
、
会
議
室
で
実
習
を
行
う
時
は
、

常
時
空
気
の
入
れ
替
え
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
学
芸
員
と
実
習
生
は
相
互
に
距
離
を

と
り
講
義
や
実
習
を
行
う
な
ど
、
感
染
防
止

対
策
を
徹
底
し
ま
し
た
。

秀
・
斎
藤
利
三
が
心
配
し
、
関
係
改
善
の
た

め
に
奔
走
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
光
秀

の
決
断
を
後
押
し
す
る
一
因
と
し
て
長
宗
我

部
氏
の
存
在
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ま
し
た
。

　

戦
国
時
代
の
終
わ
り
に
つ
い
て
は
、
長
宗

我
部
元
親
が
羽
柴
（
豊
臣
）
秀
吉
に
敗
北
し

降
伏
す
る
１
５
８
５
年
７
月
と
み
ま
し
た
が
、

実
際
に
は
そ
れ
以
前
に
元
親
が
秀
吉
に
全
面

降
伏
を
申
し
込
ん
で
お
り
、
敗
北
以
前
か
ら

自
立
し
た
大
名
と
し
て
の
地
位
か
ら
降
り
よ

う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。

　

実
習
の
期
間
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
期
間
で

し
か
で
き
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
８
月
に
は
「
サ
マ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」
の
準
備
や
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
補
助
を
職

員
の
一
員
と
し
て
行
い
ま
し
た
（
写
真
）。

９
月
に
は
企
画
展
の
閉
展
が
重
な
り
、
資
料

撤
去
に
伴
う
資
料
や
展
示
具
の
取
り
扱
い
も

行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
10
月
に
は
来
館
し
た

小
学
校
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
補
助
と
し
て
、

教
育
普
及
の
一
環
を
学
芸
員
と
と
も
に
子
ど

も
た
ち
を
指
導
し
ま
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
博
物
館
実
習
は
、
学
生
に

と
っ
て
も
緊
張
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

生
涯
忘
れ

る
こ
と
が

で
き
な
い

学
生
生
活

の
一
つ
と

な
っ
た
と

思
い
ま
す
。

開
館
30
周
年
記
念
特
別
講
演
会

「
長
宗
我
部
氏
か
ら
見
た
戦
国
社
会
」
を
終
え
て

　 

コ
ロ
ナ
禍
と
令
和
3
年
度
博
物
館
実
習

藤
女
子
大
学　

准
教
授

平
井　

上
総

岡
本　

桂
典
・
西
山　

浩
生

写真　サマーミュージアム

講演会の様子（10月31日当館多目的ホール）
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れきみんニュース
　

10
月
11
日
（
月
）。
祝
日
（
ス
ポ
ー
ツ
の
日
）
と
思
い
き
や
、
平
日
で
す
。

し
か
も
天
気
予
報
は
雨
。
ど
ん
よ
り
し
た
空
の
下
、
出
発
で
す
。
ま
ず
岡

豊
城
跡
の
伝
厩う

ま
や

跡あ
と

曲く
る

輪わ

あ
た
り
か
ら
南
へ
。
雨
で
土
が
流
れ
「
ご
っ
ぽ
り
穴

が
空
い
ち
ゅ
う
」山
の
遊
歩
道
を
気
を
付
け
て
下
り
き
っ
た
頃
、雨
が
パ
ラ
パ
ラ
降
り
始
め
ま
し
た
。

　

今
回
は
「
い
ざ
！
藩
政
時
代
の
小こ

籠ご
め

村
を
行
く
」。『
岡
豊
村
史
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
小
籠

村
の
地
図
を
片
手
に
歩
き
ま
す
。
国
分
川
に
か
か
る
橋
を
沈
下
橋
に
し
な
か
っ
た
訳
や
、
風
向

き
を
考
え
た
瓦
の
葺
き
方
の
話
な
ど
を
交
え
な
が
ら
東
道
路
を
東
側
へ
横
断
し
ま
す
。
水
路
を

見
な
が
ら
境
界
を
確
認
し
た
り
、
蚕
を
飼
っ
て
い
た
大
き
な
家
や
吉
田
城
跡
の
遠
景
を
眺
め
た

り
、「
塚
を
探
し
よ
っ
た
ら
90
歳
の
お
ば
あ
さ
ん
が
『
そ
り
ゃ
あ
、
そ
こ
の
盛
り
っ
こ
よ
』
と

教
え
て
く
れ
た
」
な
ど
地
元
の
ガ
イ
ド
さ
ん
な
ら
で
は
の
話
は
尽
き
ま
せ
ん
。

　

で
す
が
、
残
念
な
が
ら
雨
足
が
強
く
な
り
、
予
定
よ
り
早
め
に
帰
路
に
。
最
後
に
雨
の
国
分

川
の
風
情
を
味
わ
い
つ
つ
、「
長
宗
我
部
氏
は
抜
群
の
場
所
に
城
を
構
え
ち
ょ
ら
あ
よ
」
と
岡

豊
城
跡
を
見
上
げ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
事
業
課
）

　

郷
土
玩
具
収
集
家
の
城
田
政
治
氏
と
山
﨑
茂
氏
の
コ
レ
ク
シ
ョン
か
ら
土
人
形
や
張
り
子
人
形
の

雛
を
展
示
し
ま
す
。
恒
例
の
季
節
展
示
な
の
で
、
リ
ピ
ー
タ
ー
の
皆
さ
ん
に
も
お
楽
し
み
い
た
だ
く

た
め
、
年
ご
と
に
テ
ー
マ
を
変
え
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
「
雛
の
模
様
」
で
す
。
郷
土
玩
具
の
雛

に
は
、
植
物
や
幾
何
学
模
様
な
ど
が
み
ら
れ
ま
す
。

　

写
真
の
古
賀
人
形
は
、
男
雛
の
袖
に
松
、
女
雛
に
は
青せ

い

海が
い

波は

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
常
緑
樹
の
松
は
不
老
長
寿
を
象
徴

す
る
縁
起
の
良
い
図
柄
で
す
。
青
海
波
は
、雅
楽
「
青
海
波
」

に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
お
だ
や
か
な
波
の
広
が
り
に
、
平
穏

が
未
来
永
劫
続
く
よ
う
に
と
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い

い
ま
す
。

　

女
の
子
の
健
や
か
な
成
長
を
願
う
吉
祥
文
様
の
雛
人
形
た

ち
を
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
）

土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
歩
（
う
ぉ
ー
）
く
。

　
　

　
　

－ 
い
ざ
！
ま
ほ
ろ
ば
探
検 

－

コ
ー
ナ
ー
展
「
お
ひ
な
さ
ま
」
を
開
催
！

　
　
　

会
期　

令
和
４
年
2
月
４
日
（
金
）
～
３
月
13
日
（
日
）

　

全
国
的
に
も
有
名
な
い
ざ
な
ぎ
流
に
関
す
る
企
画
展
「
い
ざ
な
ぎ
流
御
祈
祷
」
が
、
９
月
14

日
か
ら
地
元
・
香
美
市
物
部
町
大
栃
の
奥
物
部
美
術
館
で
始
ま
り
ま
し
た
。
神
に
よ
っ
て
形

が
異
な
る
御
幣
を
多
数
展
示
し
、

い
ざ
な
ぎ
流
の
信
仰
に
迫
り
ま

す
。
現
役
の
太
夫
さ
ん
に
よ
る

山
の
神
の
棚
や
家
の
神
の
祭
壇

は
迫
力
十
分
。
奥
深
い
祈
禱
の

世
界
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
当
館
も
展
示
に
協
力
し

ま
し
た
。
令
和
４
年
２
月
27
日

ま
で
開
催
。
現
地
で
見
る
い
ざ

な
ぎ
流
の
世
界
は
ま
た
格
別
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）

　

当
館
は
、
い
の
町
の
草
流
舎
の
皆
さ
ん
を
講
師
に
お
迎
え
し
、
平
成
22
年
（
２
０
１
１
）
の

卯
年
か
ら
干
支
張
り
子
の
絵
付
の
「
ワ
ク
ワ
ク
ワ
ー
ク
」
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
草
流
舎
は
、

土
佐
和
紙
と
土
佐
漆
喰
と
い
う
高
知
県
の
伝
統
的
な
素
材
を
組
み
合
わ
せ
、
土
佐
和
紙
漆
喰
張

り
子
を
製
作
し
て
い
ま
す
。

　

郷
土
人
形
作
家
か
ら
手
ほ
ど

き
を
直
接
受
け
る
絵
付
は
大
人

気
で
す
。
な
か
に
は
毎
年
ご
参

加
の
方
も
。
草
流
舎
の
ご
指
導

と
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
の

ご
助
力
に
よ
り
こ
れ
ま
で
続
け

て
こ
ら
れ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

は
、
本
年
12
月
４
日
の
寅
で

十
二
支
が
一
巡
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
）

　

物
部
で
開
催
中
の
い
ざ
な
ぎ
流
展
に
協
力
し
ま
し
た

干
支
張
り
子
の
絵
付
シ
リ
ー
ズ
が
一
巡
！

古賀人形（長崎県）参加者の作品

昨年の「福丑の絵付」コロナ対策で屋
外展示山村民家の庭にて

ガイドは村上隆夫さん
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令和４年(2022) 1月〜3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
114
号

令
和
３
年（
２
０
２
１
）12
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
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
〕通
常
展
込
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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催しを中止・延期・内容を変更する場合があります。

令和4年４月29日(金)〜６月26日(日)
「なぜ人類は、この世のキワにい
るかもしれない、不思議な生きもの
を思い描き、形にしてきたのか？」
令和元年に国立民族学博物館が開
催し、話題になった特別展「驚異と
怪異」の一部を当館で展示。同館
の民族資料を中心に、人魚、龍、怪
鳥など世界各地のさまざまな想像
上の生きものを紹介します。奇妙で
怪しい、不気味だけどかわいい、ク
リーチャーたちが大集合！

特別展「驚異と怪異」

●連続講座「長宗我部氏研究最前線」
　1月23日(日)「考古資料から読み解く長宗我部氏」
　　　　　　　　　講師：高知大学准教授　宮里　修　氏

　2月13日(日)「長宗我部地検帳から読み解く長宗我部氏」
　　　　　　　　　講師：当館資料調査員　目良　裕昭　氏

　2月27日(日)「新出の長宗我部元親書状が語る土佐の造船」
　　　　　　　　　講師：高知大学教授　津野　倫明　氏

　3月20日(日)「長宗我部元親百箇条からみる戦国社会」
　　　　　　　　　講師：明治大学教授　清水　克行　氏

●ミュージアムトーク（担当者による展示解説）
　1月22日(土)・2月19日(土)・3月19日(土）14:00～14:30
　※企画展関連催しは、すべて観覧券要
　　連続講座は要予約（電話･メール･FAX)、先着各60名

近年、長宗我部氏に関する定説
が覆される事例が増えています。
その背景には、当時作成された
古文書、いわゆる一次史料の発
掘とそれに依拠した研究の進展
があります。
さらに、新たな高知県史編さんの
準備が進められており、長宗我
部氏が活躍した時代の古文書の
収集がより一層急務となるのでは
ないでしょうか。そこで、本展で
はこれまでの展示会とは少し趣
を変え、新たな歴史像をつむぎだ
す材料となる古文書に着目しま
す。そして、長宗我部氏が生きた
時代をリアルに描き出します。

令和4年1月14日(金)～3月21日(月・祝）

開館30周年記念企画展

長宗我部氏とその時代
―一次史料がつむぎだす、その実像―

悪魔仮面（メキシコ）
国立民族学博物館蔵  撮影：大道雪代氏

臨時休館のお知らせ
臨時休館：１２月１１日（土）～１２月１６日（木）

館内作業のため休館します。

企画展関連催し

ハガマや炭火アイロンなど電気を使
わないくらしの道具を紹介します。

次回

開催中～令和4年3月21日(月・祝)

令和4年2月4日(金)～3月13日(日)

昔のくらしの道具

おひなさま

干
え

支
と

の玩具 とら

12月17日(金)～令和4年1月30日(日)

コーナー展

コーナー展

コーナー展

郷土玩具収集家・山﨑茂氏のコレクションを中心に、干支の
「寅」にちなんだ全国の虎玩具を展示します。

寅
出雲張り子(島根県）

お正月にちなんだ大人から子どもまで楽しめるイベントを
開催します。家族みんなで新しい年をスタートしませんか。

令和４年
1月2日(日)・1月3日(月）

れきみんのお正月

学校等が教育活動の一環として館での活動を計画し、バス
等を借り上げて来館する場合に要するバス等借り上げ経費
の定額を負担します（希望校多数の場合は選考）。
社会科や総合的な学習の時間等のほか学校行事など、各
校の教育課程に応じて体験学習プログラムとともにご利用
ください。詳しくは、当館HPをご覧いただくか、お電話
（088-862-2211）等でご連絡ください。

学校教育活動支援事業


