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観
音
正
寺
観
音
堂
の
絵
馬

資
料
見
聞

　

高
知
県
内
の
社
寺
に
は
絵
馬
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
中
世
に

遡
る
絵
馬
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
現
存
す
る
一
番
古
い
絵
馬
は
、正
保
３
年
（
１
６
４
６
）

の
銘
の
あ
る
、
い
の
町
椙す

ぎ

本も
と

神
社
の
「
朝
比
奈
三
郎
草
摺
り
引
き
」
で
す
。
次
い
で
古
い
の
は
、

写
真
の
高
知
市
春
野
町
芳
原
観
音
正
寺
観
音
堂
の
「
曳ひ

き

馬う
ま

の
図
」
で
す
。

　

こ
の
絵
馬
の
額
部
に
は
、
飾
り
金
具
が
付
き
、
画
面
背
景
は
金
箔
を
押
す
豪
華
な
つ
く
り
で

す
。
画
面
か
ら
は
み
出
す
飾
り
馬
、
そ
れ
を
必
死
で
御ぎ

ょ

し
よ
う
と
す
る
二
人
の
馭ぎ

ょ

者し
ゃ

の
双
方
が

躍
動
感
あ
ふ
れ
る
筆
致
で
描
か
れ
て
い

ま
す
。
黒
い
馬
と
白
い
装
束
の
対
比
、

加
え
て
馬
と
二
人
の
視
線
が
一
点
に
集

中
し
、
よ
り
緊
迫
感
も
伝
わ
っ
て
き
ま

す
。

　

画
面
左
上
と
下
部
に
「
奉
掛
御
寶

前
／
敬
白
／
慶
安
元
年
九
月
吉
日
／

絵
師
攝
州
大
坂
城
府
忠
政　

泉
州
樋

口
七
郎
兵
衛
」
と
あ
り
、
慶
安
元
年

（
１
６
４
８
）、
大
坂
の
絵
師
に
よ
っ
て

描
か
れ
、「
御
寶
前
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

堂
の
本
尊
で
あ
る
観
音
に
奉
納
さ
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

観
音
正
寺
は
観
正
寺
と
も
称
せ
ら
れ
、

開
山
は
、
行
基
と
伝
わ
り
ま
す
（『
南

路
志
』
巻
十
九
）。
絵
馬
が
奉
納
さ
れ

て
い
た
旧
本
堂
の
観
音
堂
（
高
知
県
保

護
有
形
文
化
財
）
は
、
高
知
市
春
野
町

芳
原
の
平
野
部
を
一
望
に
見
渡
せ
る
尾

根
上
に
あ
り
ま
す
。
二
代
藩
主
山
内
忠

義
に
よ
っ
て
慶
安
元
年
五
月
十
八
日
に

建
立
と
入
佛
供
養
が
行
わ
れ
（『
南
路

志
』
巻
五
十
八
）、堂
の
再
建
に
関
わ
り
、

こ
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
曽
我
）

曳馬の図絵馬　高知市指定有形文化財　高知市観音正寺観音堂蔵・当館受託　縦139.0、横152.0㎝
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馬
が
献
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

■
馬
形
の
奉
納

　

ま
た
、
生
馬
に
代
わ
り
、

馬
形
を
捧
げ
る
こ
と
も
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
が
土ど

馬ば

や
木
製
馬う

ま

形が
た

と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

高
知
県
内
で
は
、
四
万
十
市
古こ

津つ

賀か

後う
し
ろ

川が
わ

の
川
床
で
陶
質
の
裸
馬
が
出
土
し
て
い
る
ほ

か
、
当
館
の
す
ぐ
そ
ば
の
南
国
市
岡
豊
町
小こ

蓮は
す

字
山
崎
の
高
知
大
学
医
学
部
敷
地
内
で
も
、

山
崎
川
の
河
さ
ら
え
の
泥
砂
の
盛
土
よ
り
陶

質
飾
馬
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
河

川
に
関
す
る
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

■
絵
馬
出
現

　

絵
馬
も
、
馬
形
の
よ
う
に
、
神
へ
奉
納
す

る
馬
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
出
現
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
奈
良
・
平
安
時
代
に
は
難

波
宮
跡
な
ど
の
遺
跡
か
ら
馬
を
描
い
た
板
が

出
土
し
て
お
り
、
文
献
に
お
い
て
は
、
平
安

時
代
の
説
話
集
『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
』

に
、「
絵
馬
」
と
い
う
名
称
が
見
え
て
い
ま
す
。

■
多
様
化
す
る
絵
馬

　

室
町
時
代
以
降
は
、
馬
以
外
を
描
く
絵
馬

が
増
え
、
大
型
化
が
進
み
、
専
門
の
絵
師
に

よ
る
作
が
現
れ
ま
す
。
祈
り
の
要
素
に
鑑
賞

対
象
と
し
て
の
要
素
も
加
わ
り
、
絵
馬
を
掛

け
る
専
用
の
絵
馬
堂
を
造
る
所
も
あ
り
ま
し

た
。

三谷寺の絵馬（高知市有形民俗文化財）
江戸時代　高知市三谷 三谷寺蔵
黒色・赤茶色にそれぞれ彩色された馬２頭は半肉彫り。表面の紀年銘は、寛
文８年（1668）。裏には寄進者81名と寛保４年（1744）の補修時の寄進者
23名の名が刻まれている。

　

本
展
で
は
、
実
物
の
絵
馬
や
小
絵
馬
、
複

製
品
を
含
む
収
蔵
品
を
と
お
し
て
、
絵
馬
に

つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

絵
馬
は
、
願
い
事
な
ど
を
書
い
て
神
仏
に

奉
納
す
る
も
の
で
、
十
二
支
の
動
物
な
ど
の

絵
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
神
社
や
寺
院
に

よ
っ
て
は
、
武
者
や
芝
居
の
一
場
面
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
絵
柄
の
大
型
の
絵
馬
が
、
拝
殿

の
中
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。

馬
の
絵
馬
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
絵

馬
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
な

ぜ
「
絵
馬
」
と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
？

　

絵
馬
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
と
、
今
の
よ
う

に
い
ろ
ん
な
絵
を
描
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

室
町
時
代
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
文
字
通

り
も
っ
ぱ
ら
馬
の
絵
で
し
た
。
そ
も
そ
も
馬

を
描
い
た
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。

■
生
馬
を
献
ず
る

　
『
日
本
書
記
』の
皇
極
天
皇
元
年（
６
４
２
）

に
牛
馬
を
殺
し
て
神
に
捧
げ
、
降
雨
を
祈
っ

た
こ
と
、『
続
日
本
紀
』
な
ど
に
は
、
雨
乞

い
に
黒
馬
、
止
雨
の
祈
願
に
白
馬
を
献
じ
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
、
天
候
、
水
に
関
す
る
祈
願
の
た
め
に

「
絵
馬
っ
て
な
あ
に
？
」

企
画
展会

期
：
令
和
４
年
７
月
15
日（
金
）～
９
月
４
日（
日
）

曽
我 

満
子　

 

梅
野 

光
興

　

江
戸
時
代
に
な
る

と
庶
民
も
大
型
絵
馬

を
奉
納
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　

絵
馬
の
画
題
は
本

来
の
馬
か
ら
武
者
絵

や
歌
仙
絵
な
ど
へ
広

が
り
、
さ
ら
に
は
、

農
林
漁
業
な
ど
の
生

業
や
祭
礼
、
歴
史
的

事
件
な
ど
題
材
が
多

様
化
し
て
い
き
ま
す
。

高
知
県
で
も
酒
造
や

漁
業
、
祭
礼
な
ど
を

描
い
た
明
治
時
代
の

絵
馬
が
多
数
残
さ
れ

て
お
り
、
当
時
の

人
々
の
暮
ら
し
や
風

俗
を
伝
え
る
歴
史
資
料
と
し
て

も
貴
重
で
す
。
宮
田
洞ど

う

雪せ
つ

な
ど

地
元
の
絵
師
た
ち
が
腕
を
ふ
る

い
、
美
術
作
品
と
し
て
の
価
値

が
高
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

県
中
央
部
で
は
、
夏
祭
り
な

ど
に
絵
馬
提ち

ょ
う

灯ち
ん

を
飾
る
風
習

が
あ
り
、
絵
馬
に
関
わ
る
民
俗

と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

　

絵
馬
は
、
画
題
や
形
式
を
変

化
さ
せ
な
が
ら
、
実
に
１
３
０
０

年
を
越
え
る
時
代
を
現
代
ま
で

生
き
延
び
て
き
た
の
で
す
。

大阪市難波宮跡出土絵馬実測図 8世紀
（『大坂城址Ⅲ』本文編 2006年より　公益財団法人
大阪府文化財センター提供）
難波宮跡北西部の谷からは奈良時代の絵馬が30点
以上出土、大規模な絵馬を用いた祭祀が行われてい
たと考えられている。
墨以外の顔料も使用された可能性も指摘され、色彩
豊かな絵馬であったと考えられている。

 

0 10㎝(1:2)

0 10㎝(1:3)

白黒反転画像

▲

▲ 赤外線画像

絵馬１(旧絵馬29）
435
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地曳網漁絵馬　明治６年（1873）
高知市仁井田 仁井田神社蔵
詳細に描かれた絵馬により、当時の風俗がよくわかる。
引綱をひいて網を揚げる人々や獲れた魚をカゴに入れて運ぶ人々など、大勢
で地曳網漁を行っている様子が描かれている。男性は鉢巻きにふんどし姿、
女性は着物の裾をからげて襷がけが多い。「網元惣中」とあり、網を所有す
る網元が大漁を願って奉納したものであろう。宮田洞雪（1828-1898）画。

材木流し絵馬  明治12年（1879）
奈半利町有形文化財　奈半利町 法恩寺三光院蔵
川の上流から一本ずつ流してきた材木を河口付近で引
き上げ、集材地（土場）に引き上げる様子を描く。左上
には、大鋸（おが）を使う木挽きの姿もみえる。
額部に「願成就」「明治十二年□六月吉祥」「山本廉
蔵支配明善山人藪惣中」の墨書あり。
山本廉蔵支配の明善山で働く人々が奉納。

小学校授業風景図絵馬（複製）　
明治11年（1878）
原資料は土佐市高岡 松尾八幡宮蔵
高岡東小学校の生徒が奉納。同校は、明治
５年（1872）の学制発布を受けて、翌６年に
旧剣道場を利用して開校した。学制発布の
ころの小学校の様子がいきいきと描かれて
いる。
高岡郡高岡町（現土佐市）の画工久保南窓
（柳太郎）の作。南窓は絵金の弟子。

野地騒動絵馬（複製）　明治時代
原資料は佐川町斗賀野 白倉神社蔵
歴史的事件を描いた絵馬もある。多いのは、日清日露戦争の絵馬だ
が、自由民権運動を題材にした絵馬もある。選挙運動が激しくなった
明治25年（1892）１月29日、高岡郡斗賀野村野地（現佐川町）でお
こった民吏両党の対立抗争の様子を描く。右側に民権派、左側に国
民派と警官隊が陣取っている。この乱闘で民権派壮士、山崎卯子は
即死、西田楠吉は重傷を負い、楠吉の全快を祝って奉納された。

めめ絵馬　昭和時代
山﨑茂氏郷土玩具コレクション　当館蔵
小絵馬は、文字どおり小さい絵馬。祈願の内容に結びついたユニーク
な画題が多い。こちらの小絵馬は、「め」という文字が向かい合ってい
る。眼病平癒を願う、東京都中野区の新井薬師の授与品。

生
業
を
描
く

風
俗
や
出
来
事
を
描
く

小
絵
馬
に
願
い
を
込
め
る
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絵
金
こ
と
絵
師
・
金
蔵
は
、
幕
末
か
ら
明

治
の
土
佐
で
活
動
し
、
鮮
烈
な
色
彩
で
歌
舞

伎
な
ど
の
場
面
を
描
い
た
芝
居
絵
屏
風
で
知

ら
れ
る
絵
師
で
す
。
一
方
で
、
県
内
各
地
に

は
金
蔵
の
描
い
た
絵
馬
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
１
点
が
当
館
所
蔵
の
《
弁
慶
昌し

ょ
う

俊し
ゅ
ん

相
騎
図
》（
安
政
７
年
（
１
８
６
０
）
閏

三
月
奉
納
）
で
す
。

　

土
佐
坊
昌
俊
は
源
頼
朝
の
命
を
受
け
、
義

経
を
討
つ
た
め
京
都
に
や
っ
て
き
ま
す
。
昌

俊
の
動
き
を
怪
し
ん
だ
弁
慶
は
、
昌
俊
を
無

理
や
り
馬
に
乗
せ
自
ら
も
そ
の
後
ろ
に
乗
っ

て
、
義
経
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
出
す
の
で
す
。

履
物
も
履
い
て
い
な
い
昌
俊
か
ら
は
馬
に
乗

る
ま
で
の
せ
わ
し
な
さ
が
伝
わ
り
ま
す
し
、

眉
間
に
し
わ
を
寄
せ
縮
こ
ま
る
昌
俊
と
刀
を

持
っ
た
右
手
を
開
き
蟹
股
で
馬
に
乗
る
弁
慶

か
ら
は
両
者
の
力
関
係
の
対
比
も
読
み
取
れ

ま
す
。

　

実
は
こ
の
絵
馬
、
絵
金
が
参
考
に
し
た
と

推
測
さ
れ
る
元
絵
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
北

野
天
満
宮
（
京
都
府
）
に
奉
納
さ
れ
て
い
る

縦
約
３
ｍ
、
横
約
４
ｍ
に
及
ぶ
大
絵
馬
で
す
。

絵
師
は
安
土
桃
山
時
代
を
代
表
す
る
絵
師
で

国
宝《
松
林
図
屏
風
》（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）

な
ど
で
知
ら
れ
る
長
谷
川
等
伯
で
す
。
こ
の

大
絵
馬
は
慶
長
13
年
（
１
６
０
８
）
奉
納
、

等
伯
最
晩
年
の
作
品
と
し
て
、
重
要
文
化
財

絵
金
の
絵
馬

那
須　

望

コラム

コラム

コラム

１

2

3

　

木
や
土
な
ど
身
近
な
素
材
で
作
ら
れ
、
日

本
の
各
地
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
郷
土
玩
具
に

は
、
絵
馬
の
古
い
形
を
思
わ
せ
る
も
の
が
み

ら
れ
ま
す
。

　

奈
良
市
の
「
手
向
山
八
幡
宮
の
立
絵
馬
」

や
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
の
村
松
山
虚
空
蔵

堂
の
「
真
弓
馬
」
が
そ
れ
で
、
い
ず
れ
も
鞍

な
ど
の
馬
具
を
つ
け
た
馬
が
板
に
描
か
れ
、

板
の
厚
み
や
台
座
に
よ
り
立
つ
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
手
向
山
八
幡
宮
の
立
絵
馬
額
に

つ
い
て
は
、
玩
具
博
士
と
呼
ば
れ
た
清
水
晴

風
の
『
う
な
ゐ
の
友
』（
６
巻
、
大
正
２
年
、

芸
艸
堂
）
に
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
郷
土
玩
具
に
は
、
素
材
が
木
に
限

定
さ
れ
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
絵
馬
も
あ
り
ま
す
。

　

高
知
県
に
は
か
つ
て
十
二
支
の
紙
絵
馬
が

あ
り
、
十
二
支
を
一
つ
ず
つ
描
い
た
十
二
枚
に
、

十
二
支
全
部
を
描
い
た
一
枚
を
添
え
て
玩
具
店

で
販
売
さ
れ
て
い
た
と
、
郷
土
玩
具
収
集
家
の

城
田
政
治
さ
ん
が
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

同
じ
く
収
集
家
の
山
﨑
茂
さ
ん
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
は
、
高
知
県
の
郷
土
玩
具
作
家
が

純
信
お
馬
の
悲
恋
物
語
を
画
題
に
し
た
紙
絵

馬
や
絵
馬
土
鈴
が
収
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

絵
馬
に
似
て
郷
土
玩
具
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

願
い
が
託
さ
れ
る
も
の
が
多
く
、
小
絵
馬
も

郷
土
玩
具
収
集
家
が
集
め
る
一
分
野
と
な
っ

て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
高
知
の
紙
絵
馬

や
絵
馬
土
鈴
は
、
願
い
を
託
す
と
い
う
よ
り

も
、
絵
馬
の

形
に
着
目
し

て
作
ら
れ
た

土
産
物
の
よ

う
で
、
ロ
ー

カ
ル
色
が
豊

か
で
す
。

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
絵
金
の
絵
馬
は
大

き
さ
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
構
図
や
弁
慶
や

昌
俊
、
馬
の
姿
勢
や
顔
の
向
き
な
ど
が
同
じ

で
、
等
伯
の
大
絵
馬
を
参
考
に
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。

　

市
井
の
絵
師
と
し
て
独
自
の
道
を
歩
ん
だ

よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
な
絵
金
で
す
が
、
こ
の

絵
馬
か
ら
は
２
６
０
年
前
の
巨
匠
絵
師
の
描

い
た
大
絵
馬
に
真
摯
に
向
き
合
お
う
と
す
る

一
面
が
垣
間
見
え
ま
す
。

　

令
和
２
年
４
月
か
ら
４
年
３
月
ま
で
の
２

年
間
、Ｒ
Ｋ
Ｃ
ラ
ジ
オ
で
「
土
佐
絵
馬
物
語
」

と
題
し
た
番
組
が
放
送
さ
れ
ま
し
た
。
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
高
知
県
民
に
は
お
な
じ
み
の

田
村
和
郎
さ
ん
。
毎
回
、
県
内
の
学
芸
員
や

研
究
者
と
い
っ
し
ょ
に
神
社
な
ど
を
訪
ね
、

地
元
の
方
の
コ
メ
ン
ト
も
交
え
て
、
絵
馬
の

見
所
を
紹
介
し
ま
し
た
。
当
館
か
ら
も
、
梅

野
、
中
村
、
石
畑
が
出
演
し
ま
し
た
。

　

ラ
ジ
オ
局
の
方
が
、
高
知
市
立
自
由
民
権

記
念
館
で
平
成
４
年
に
開
催
さ
れ
た
絵
馬
展

や
、
当
館
企
画
展
「
維
新
が
変
え
た
庶
民
の

く
ら
し
」
で
絵
馬
を
知
っ
た
の
が
き
っ
か
け

で
始
ま
っ
た
こ
の
番
組
。
最
初
は
、
絵
馬
の

画
像
が
映
る
テ
レ
ビ
な
ら
と
も
か
く
ラ
ジ
オ

で
は
肝
心
の
絵
が
見
え
な
い
の
で
、
ど
う
か

な
あ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、「
ラ
ジ
オ
は
音

が
想
像
力
を
刺
激
し
ま
す
。
放
送
後
、
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
番
組
の
音
声
を
流
し
、
絵

馬
の
写
真
も
出
し
ま
す
よ
、
最
初
は
ど
ん
な

絵
か
想
像
し
、
次
に
実
際
の
絵
を
見
て
み
る
、

二
度
楽
し
め
る
番
組
で
す
」
と
言
わ
れ
、
何

と
な
く
説
得
さ
れ
ま
し
た
。

　

私
も
何
本
か
ご
一
緒
し
ま
し
た
が
、
地
元

の
方
に
喜
ん
で
頂
い
た
の
が
良
か
っ
た
で
す
。

番
組
の
内
容
は
Ｙ
ｏ
ｕ 

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
で
も
聞

け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
聞
い
て
み
て
く
だ
さ

い
！

郷
土
玩
具
の
絵
馬

中
村　

淳
子

ラ
ジ
オ「
土
佐
絵
馬
物
語
」

梅
野　

光
興

手向山八幡宮の立絵馬　山崎茂氏
郷土玩具コレクション　当館蔵

弁慶昌俊相騎図絵馬　絵金筆　当館蔵
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が
高
知
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
撮
影
対
象
に
選
ん
だ

の
は
、
何
と
香
美
市
物
部
町
の
い
ざ
な
ぎ
流
。

ふ
だ
ん
は
歴
民
で
展
示
し
て
い
る
仮
面
や
新

作
の
祭
壇
が
美
術
館
に
お
目
見
え
す
る
と
い

う
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
な
展
開
に
。
ス
タ
ン
プ

設
置
場
所
に
奥
物
部
美
術
館
の
「
い
ざ
な
ぎ

流
御
祈
祷
」
展
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
、
阿
部

さ
ん
に
そ
の
た
め
の
新
作
イ
ラ
ス
ト
も
作
っ

て
頂
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
佐
藤
健
寿
展
」
で
初

め
て
こ
の
コ
ラ
ボ
企
画
を
知
っ
た
方
に
は
、

「
驚
異
と
怪
異
」
展
は
す
ぐ
に
終
わ
る
の
で
、

夏
休
み
に
歴
民
に
誘
導
す
る
ネ
タ
が
無
い
！

　

そ
こ
で
コ
ー
ナ
ー
展
「
異
界
遺
産
」（
７

月
８
日
（
金
）
～
９
月
11
日
（
日
））
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
タ
イ
ト

ル
は
佐
藤
さ
ん
の
代
表
作
『
奇
界
遺
産
』
の

イ
タ
ダ
キ
で
す
が
（
佐
藤
さ
ん
、
ご
め
ん

な
さ
い
！
）、
館
蔵
資
料
を
中
心
に
、
葬
送
、

妖
怪
、
い
ざ
な
ぎ
流
、
信
仰
な
ど
高
知
県
の

異
界
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。
夏
休
み
も
ぜ
ひ

歴
民
に
来
て
く
だ
さ
い
。

　

１
年
前
か
ら
両
館
の
学
芸
員
で
作
り
あ
げ

た
初
の
コ
ラ
ボ
企
画
も
ま
も
な
く
終
わ
り
で

す
。
ち
ょ
っ
と
さ
み
し
い
気
も
し
ま
す
が
、

大
丈
夫
！

　
「
世
界
不
思
議
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
は
、
あ

な
た
の
頭
の
中
の
博
物
館
。
あ
な
た
が
世
界

の
不
思
議
を
知
ろ
う
と
思
う
限
り
、
こ
の

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
い
つ
ま
で
も
続
く
の
で
す

か
ら
。

キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
。「
な
ん
だ
か
」は「
ち
ょ
っ

と
」
で
も
「
か
な
り
」
で
も
何
で
も
良
い
の

で
す
が
、
歴
民
と
美
術
館
が
組
ん
で
な
ん
か

変
な
こ
と
や
っ
て
る
よ
、
と
思
わ
れ
た
ら
良

い
な
、
ぐ
ら
い
の
発
想
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
つ
の
展
示
は
意
外
と
深
い

と
こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
、

佐
藤
さ
ん

の
作
品
に

は
日
本
や

外
国
の
風

習
や
儀
礼

が
写
し
出

さ
れ
て
お

り
、
展
示

に
は
国
立

民
族
学
博
物
館
の
資
料
も
加
わ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
て
、
素
材
の
重
な
り
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
関
係
か
、
佐
藤
展
の
図
録
に
、「
驚
異
と

怪
異
」
展
の
実
行
委
員
長
で
あ
る
国
立
民
族

学
博
物
館
の
山
中
由
里
子
先
生
が
寄
稿
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
読
ま
せ
て
頂
く
と
、

世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
思
議
や
人
間
の
想
像

力
を
再
評
価
す
る
点
で
、
二
つ
の
展
示
が
シ

ン
ク
ロ
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。

　

特
別
展
「
驚
異
と
怪
異
」（
令
和
４
年
４

月
29
日
（
金
・
祝
）
～
６
月
26
日
（
日
））
は
、

県
立
美
術
館
の
企
画
展
「
佐
藤
健け

ん

寿じ

展　

奇

界
／
世
界
」（
令
和
４
年
６
月
18
日
（
土
）

～
９
月
11
日
（
日
））
と
コ
ラ
ボ
し
て
「
世

界
不
思
議
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
立
ち
上
げ
ま

し
た
。
と
言
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
博

物
館
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
二
つ

の
展
示
を
見
た
人
の
個
々
人
の
頭
の
中
に
形

作
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
ど
こ
に
も
無
い
、

あ
な
た
の
頭
の
中
だ
け
に
存
在
す
る
架
空
の

博
物
館
と
し
て
「
世
界
不
思
議
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
」
と
名
付
け
て
み
た
の
で
す
。

　

こ
の
話
は
昨
年
の
秋
頃
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か

ら
始
ま
り
ま
し
た
。
来
年
歴
民
は
「
驚
異
と

怪
異
」
を
予
定
し
て
い
る
と
言
う
と
、
美
術

館
で
は
、
世
界
中
の
奇
妙
で
不
思
議
な
も
の

を
撮
影
し
て
い
る
写
真
家
・
佐
藤
健
寿
さ
ん

の
企
画
展
を
計
画
中
と
の
こ
と
。
怪
し
い
も

の
、
不
思
議
な
も
の
と
い
う
点
で
は
二
つ
の

展
示
は
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
時
期
が
微
妙

に
ず
れ
て
い
る
の
が
難
で
し
た
が
、
二
つ
の

展
示
を
あ
わ
せ
て
プ
レ
ゼ
ン
す
る
の
も
面
白

い
の
で
は
、
と
思
い
は
じ
め
、
二
館
の
学
芸

員
が
何
回
か
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
重
ね
ま
し
た
。

　

最
初
に
考
え
た
の
は
「
今
年
の
歴
民
と

美
術
館
は
な
ん
だ
か
ア
ヤ
シ
イ
」
と
い
う

「
世
界
不
思
議
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」は
続
く
よ
ど
こ
ま
で
も

―「
驚
異
と
怪
異
」か
ら「
異
界
遺
産
」へ
―

梅
野　

光
興

  

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
お
二
人
の
対
談
が
実

現
で
き
た
ら
ベ
ス
ト
だ
ね
、
と
話
し
て
い
た

ら
、
山
中
先
生
の
方
か
ら
、
図
録
の
打
合
せ

で
佐
藤
さ
ん
に
会
っ
て
、
高
知
で
何
か
で
き

な
い
か
、
と
盛
り
上
が
っ
た
と
の
お
話
。
こ

う
し
て
お
二
人
の
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
が
実
現
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
何
と
運
が
良
い
の

で
し
ょ
う
！

　

さ
ら
に
両
者
を
結
び
つ
け
る
方
法
は
無
い

だ
ろ
う
か
？
展
示
を
見
た
り
、
関
連
企
画
に

参
加
し
て
ス
タ
ン
プ
を
集
め
る
案
が
自
然
に

出
て
き
ま
し
た
。
ス
タ
ン
プ
の
図
柄
に
は
、

佐
藤
健
寿
さ
ん
の
『
世
界
不
思
議
地
図
』
の

阿
部
結
さ
ん
の
イ
ラ
ス
ト
が
魅
力
的
で
良

い
！
と
い
う
の
も
全
員
一
致
。

  

二
つ
の
展
示
を
つ
な
ぐ
仕
掛
け
と
し
て
、

「
驚
異
と
怪
異
」、「
奇
界
／
世
界
」
は
そ
れ

ぞ
れ
水
天
地
や
テ
ー
マ
で
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
両
者
を
、
ア
ジ
ア
、
オ
セ
ア
ニ
ア
な

ど
の
エ
リ
ア
ご
と
に
同
じ
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し

て
は
ど
う
だ
ろ
う
？
と
思
い
つ
き
ま
し
た
。

こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
『
世
界
不
思
議
地
図
』

か
ら
の
イ
タ
ダ
キ
で
す
が
、
ス
タ
ン
プ
帖
の

タ
イ
ト
ル
も
頂
い
て
「
世
界
不
思
議
手
帖
」

に
し
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
エ
リ
ア
ご
と
の
文

化
や
想
像
力
の
特
徴
が
見
え
て
く
れ
ば
、
展

示
を
さ
ら

に
深
く
味

わ
え
ま
す
。

　

そ
し
て

佐
藤
さ
ん

「驚異と怪異」チラシ

「世界不思議手帖」表紙

「奇界／世界」チラシ
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で
も
閲
覧
可
能
な
『
南
陽
高

知
商
之
便
覧
』
に
よ
れ
ば
、

明
治
20
年
（
１
８
８
７
）
に

は
「
諸
国
種
物
」
を
「
土
佐

国
高
知
木
屋　

竹
村
與
右
エ
門
店
」
で
取
り

扱
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

古
く
と
も
看
板
は
、
明
治
20
年
頃
に
は
製

作
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
文
字
や

表
面
の
摩
耗
具
合
か
ら
も
長
い
間
、
木
屋
の

商
売
を
よ
く
支
え
て
い
た
こ
と
が
し
の
ば
れ

ま
す
。

　

種
物
と
は
野
菜
の
種
の
よ
う
で
、
竹
村
家

所
蔵
の
種
子
目
録
に
よ
れ
ば
、
大
根
や
蕪
、

菜
な
ど
の
種
を
江
戸
練
馬
、
京
都
聖し

ょ
う

護ご

院い
ん

、

近
江
な
ど
か
ら
取
り
寄
せ
て
販
売
し
て
い
た

様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
種
物
は
、
年
を
越
す
と
「
木
屋
は

新
種
し
か
扱
わ
な
い
」
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
た
め
に
毎
年
一
度
決
ま
っ
た
日
に
、
店
横
を

流
れ
る
新
堀
川
に
投
棄
す
る
こ
と
が
、
菜
園
場

町
の
風
物
詩
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
後
、
常
設
展
示
や
コ
ー
ナ
ー
展
で
の
展

示
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

当
館
に
新
し
く
寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
を

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

資
料
は
、
高
知
城
下
に
お
い
て
藩
政
期
か

ら
昭
和
初
期
に
わ
た
り
続
い
た
商
家
・
竹
村

家
（
屋
号
・
木
屋
）
に
伝
わ
っ
て
い
た
看
板

で
す
。
寄
贈
者
は
竹
村
家
の
血
縁
者
に
あ
た

り
、
他
家
へ
嫁
ぐ
際
に
持
参
品
の
ひ
と
つ
と

し
て
持
っ
て
出
た
ほ
ど
大
事
に
さ
れ
、
高
知

市
を
襲
っ
た
空
襲
の
際
に
は
蔵
に
入
れ
、
守

り
抜
い
た
と
い
う
奇
跡
の
逸
品
で
す
。

　

当
館
に
は
他
に
も
木
屋
看
板
を
寄
託
・
寄

贈
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、「
諸
國
種
物
」

を
扱
っ
て
い
た
と
す
る
看
板
は
こ
れ
が
初
め

て
で
す
。

　

金
物
商
と
し
て
出
発
し
た
木
屋
二
代
目
・

只
右
衛
門
正
富
の
時
分
に
土
佐
藩
公
認
の
砂

糖
大
問
屋
へ
成
長
し
た
あ
と
、
明
治
16
年

（
１
８
８
３
）
に
木
屋
の
家
督
を
相
続
し
た

五
代
目
・
與
右
衛
門
正
武
が
事
業
を
拡
大
さ

せ
、
こ
の
時
、「
諸
國
種
物
」
の
販
売
を
行

う
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

木
屋
看
板
「
諸
國
種
物
品
々
」

青
井　

恵
理
香

資
料
紹
介

参
考
文
献
：

三
田
到
十
郎
編
『
南
陽
高
知
商
之
便
覧
』
国
立
国

会
図
書
館
蔵 

明
治
20
年

竹
村
守
順
・
竹
村
守
雄
『
商
家
「
木
屋
」
と
そ
の

時
代
―
高
知
・
竹
村
家
の
一
時
代
―
』
平
成
23
年

◦
新
任
の
ご
挨
拶　
　

総
務
事
業
課
長　

中
村 

真
一

　

こ
の
4
月
か
ら
歴
民
館
総
務
事
業
課
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
等
の
た
め
昨
年
・
一
昨
年
と
開
催
を
見
送
り
ま
し
た
「
岡
豊
山

さ
く
ら
ま
つ
り
」
を
４
月
３
日
に
、
Ｇ
Ｗ
に
は
５
月
３
日
の
「
れ
き
み
ん
の
日
」
を
含
む
６
日
間
「
れ

き
み
ん
ワ
ン
ダ
ー
デ
イ
ズ
」
と
称
し
、日
替
わ
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
幻
獣
ク
イ
ズ
、ト
ー
ク
シ
ョ
ー
、

岡
豊
山
ガ
イ
ド
な
ど
多
彩
な
イ
ベ
ン
ト
を
い
ず
れ
も
感
染
症
対
策
を
と
り
な
が
ら
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
、多
く
の
方
々
に
ご
来
館
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、4
月
29
日
か
ら
６
月
26
日
ま
で
、『
特
別
展
「
驚

異
と
怪
異
」

－

世
界
の
幻
獣
と
霊
獣
た
ち

－

』
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

博
物
館
の
勤
務
は
初
め
て
で
す
が
、
裏
方
と
し
て
、
今
後
も
皆
様
に
安
心
し
て
ご
来
館
い
た
だ
け
ま

す
よ
う
、
し
っ
か
り
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
対
策
を
と
り
な
が
ら
、
郷
土
の
歴
史
等
に
つ

い
て
学
習
で
き
る
憩
い
の
場
を
提
供
し
て
ま
い
り
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

◦
新
任
の
ご
挨
拶　
　

学
芸
員　

青
井 

恵
理
香

　

こ
の
４
月
か
ら
歴
史
担
当
の
学
芸
員
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

国
史
跡
・
岡
豊
城
跡
に
建
つ
「
土
佐
の
歴
史
に
出
会
え
る
博
物
館
」
と
し
て
、
諸
先
輩
方
が
大
切
に

丁
寧
に
積
み
上
げ
て
来
ら
れ
た
当
館
の
歴
史
も
大
事
に
し
て
い
き
な
が
ら
、
資
料
の
調
査
研
究
に
邁
進

し
、
日
頃
か
ら
ご
愛
顧
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
皆
様
に
少
し
で
も
そ
の
成
果
が
還
元
で
き
ま
す
よ
う
に

日
々
研
鑽
を
コ
ツ
コ
ツ
と
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
に
終
わ
り
が
み
え
な
い
中
、
不
安
を
か
か
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
様

の
暗
澹
と
し
て
い
る
心
が
少
し
で
も
晴
れ
ま
す
よ
う
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
様
々
な
展
示
や

催
し
を
企
画
し
て
お
り
ま
す
。

　

館
内
を
ご
ゆ
っ
く
り
観
覧
い
た
だ
い
た
あ
と
は
、
長
宗
我
部
氏
が
城
を
か
ま
え
た
岡
豊
山
か
ら
南
国

市
の
広
々
と
し
た
平
野
や
太
平
洋
を
眺
め
、
昔
と
い
ま
が
交
錯
す
る
不
思
議
な
ひ
と
と
き
を
ぜ
ひ
ご
堪

能
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◦
着
任
の
ご
挨
拶　
　

学
芸
課
長　

林 

香

　

こ
の
４
月
に
県
教
委
か
ら
派
遣
さ
れ
、
学
芸
課
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
歴
民
の

一
員
と
し
て
、
初
め
て
の
経
験
を
た
く
さ
ん
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

当
館
に
来
て
早
速
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。「
さ
く
ら
ま
つ
り
」
は
、
何
と
か
天

候
に
も
恵
ま
れ
、
県
内
外
を
問
わ
ず
、
多
く
の
方
々
に
美
し
い
桜
の
景
色
を
楽
し
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。

「
れ
き
み
ん
ワ
ン
ダ
ー
デ
イ
ズ
」
は
、
今
ま
で
よ
り
も
多
く
の
来
館
者
が
あ
り
、
お
客
様
か
ら
大
変
楽

し
め
た
と
い
う
お
言
葉
も
頂
き
、
や
る
気
も
湧
い
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
岡
豊
山
城

跡
め
ぐ
り
」
に
参
加
し
、
眼
下
に
広
が
る
雄
大
な
景
色
や
竪
堀
群
、
横
堀
な
ど
ガ
イ
ド
の
話
術
に
魅
せ

ら
れ
、
中
世
山
城
の
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
改
め
て
多
く
の
方
々
に
城
か
ら
の
風
景

を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　

当
館
で
の
私
の
目
標
の
一
つ
目
は
、
歴
史
民
俗
資
料
館
を
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
も
ら

う
こ
と
で
す
。
多
く
の
方
々
に
足
を
運
ん
で
も
ら
い
お
客
様
の
お
声
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
資
料
館
の
活

動
内
容
を
充
実
さ
せ
、
整
備
や
資
料
収
集
に
力
を
入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
つ
目
は
、
こ
れ

ま
で
の
教
職
の
経
験
を
生
か
し
て
、
小
・
中
学
校
の
社
会
科
の
学
習
に
加
え
て
、
さ
ら
に
歴
史
民
俗
資

料
館
の
歴
史
学
習
や
体
験
学
習
を
通
じ
て
、
歴
史
を
主
体
的
に
学
ぼ
う
と
す
る
子
ど
も
た
ち
を
育
て
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

木屋看板
縦 121.4㎝
横 32.3㎝
かける部分は
鉄製で
高さ 6.4㎝
幅 18.0㎝
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れきみんニュース

  

今
年
度
の
テ
ー
マ
は
、「
時
代
」。
気
候
や
地
形
、
水
に
恵
ま
れ
た
土

佐
の
ま
ほ
ろ
ば
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
史
跡
を
訪
ね
る
企
画
で
す
。

  

第
１
回
は
雨
天
の
た
め
中
止
。
第
２
回
は
５
月
17
日
（
火
）、
古
代

の
史
跡
な
ど
を
回
り
ま
し
た
。
比
江
廃
寺
塔
跡
に
残
る
石
（
心
礎
）
の

穴
の
径
か
ら
計
算
す
る
と
塔
の
高
さ
は
約
32
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
と
想

像
さ
れ
、
法
隆
寺
の
五
重
塔
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
当
時
の
建
築
技
術
の

粋
を
集
め
た
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
こ
の
時
代
、
こ
の
地
が
土
佐
の
中
心

地
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
10
、
11
月
に
は
古
墳
ブ
ー
ム
を
南
国
か
ら
起
こ
す
べ
く
、
２
回
連
続
の
古
墳
時
代
を
特

別
解
説
の
講
師
も
お
招
き
し
て
開
催
予
定
。
来
年
１
月
に
は
特
別
編
と
し
て
、
戦
国
時
代
の
岡
豊
城

跡
の
遺
構
、
枯
葉
に
埋
も
れ
た
堀
切
を
清
掃
し
て
よ
み
が
え
ら
せ
る
企
画
も
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参

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

●
申
込
受
付
開
始　
　

８
月
２
日
（
火
）
９
時
か
ら　
　

参
加
費　

各
回
５
０
０
円

　

今
年
度
の
テ
ー
マ
は
、「
岡
豊
へ
い
こ
う
！
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
！
」
で
す
。

　

高
知
県
は
昨
年
よ
り
1
ヵ
月
以
上
も
遅
い
６
月
13
日
ご
ろ
の
梅
雨
入
り
と
な
り
、
統
計
を
と
り
は

じ
め
て
最
も
早
い
６
月
28
日
ご
ろ
の
梅
雨
明
け
と
な
り
、
暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
７
月
の
夏
休

み
が
、
す
ぐ
そ
こ
に
来
て
い
ま
す
。
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
夏
の
催
し
と
し
て
恒
例
の
サ
マ
ー

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
開
催
し
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
ご
家
族
み
ん
な
で
楽
し
ん
で
い
た
だ

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
毎
年
恒
例
の
「
ク
イ
ズ
に
挑
戦
」
で
す
。
企
画
展
や
コ
ー
ナ
ー
展
か
ら
出
題
し
ま
す
。
ク

イ
ズ
を
通
し
て
新
た
な
発
見
が
続
々
。
加
え
て
、謎
解
き
ゲ
ー
ム
も
登
場
す
る
予
定
で
す
。
ぜ
ひ
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
み
て
く
だ
さ
い
（
要
予
約
）。
ま
た
、
学
芸
員
に
よ
る
ミ
ー
ジ
ア
ム
ト
ー
ク
も
各
日
と

も
午
前
・
午
後
に
実
施
し
ま
す
の
で
、
お
聞
き
逃
し
な
く
。

　

そ
し
て
、
夏
休
み
の
宿
題
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
に
、
今
年
も
恒
例
の
高
校
生
な
ど
に
よ
る
モ
ノ

づ
く
り
体
験
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。
ご
家
族
で
の
参
加
も
大
い
に
歓
迎
し
ま
す
。
現
在
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
準
備
中
で
す
の
で
夏
休
み
の
予
定
に
お
入
れ
く
だ
さ
い
。（
要
予
約
）。

　

期
間
中
、
水
て
っ
ぽ
う
、
竹
と
ん
ぼ
づ
く
り
の
体
験
も
行
い
ま
す
（
数
量
限
定
）。
素
朴
な
昔
遊

び
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
か
も
。

　

さ
ら
に
、
夏
休
み
の
期
間
中
は
「
教
え
て
！
学
芸
員
」
を
随
時
受
け
付
け
ま
す
。「
博
物
館
っ
て
ど

ん
な
仕
事
を
し
て
る
の
？
」「
長
宗
我
部
氏
の
こ
と
に
興
味
が
あ
る
の
で
、
教
え
て
欲
し
い
」
な
ど
聞

い
て
み
た
い
こ
と
、
知
り
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
学
芸
員
が
丁
寧
に
対
応
し
ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。そ
の
他
、当
日
の
お
楽
し
み
メ
ニ
ュ
ー
も
た
く
さ
ん
準
備
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。（
林
）

『
土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
歩う

ぉ
ー

く
。

  

－

い
に
し
え
の
土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば

－

』

　

れ
き
み
ん
！　

サ
マ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　

～
岡お

豊こ
う

へ
い
こ
う
！
レ
ッ
ツ
ゴ
ー
！
～

　
　

令
和
４
年
７
月
27
日
（
水
）
・
８
月
12
日
（
金
）
・
８
月
27
日
（
土
）

　

今
年
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
は
、
イ

ベ
ン
ト
「
れ
き
み
ん
ワ
ン
ダ
ー
デ
イ
ズ
」

を
開
催
し
ま
し
た
。
特
別
展
「
驚
異

と
怪
異
」
の
関
連
企
画
と
し
て
、「
幻

獣
」
に
注
目
し
、「
幻
獣
ク
イ
ズ
」

や
「
幻
獣
ウ
ォ
ー
ク
」、「
幻
獣
セ
ミ

ナ
ー
」
な
ど
の
メ
ニュ
ー
を
取
り
そ
ろ

え
、
６
日
間
で
３
，
３
３
１
名
に
ご
来

館
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

開
館
記
念
日
の
５
月
３
日
「
れ
き

み
ん
の
日
」
に
は
、
香
我
美
町
徳
王

子
の
若
一
王
子
宮
獅
子
舞
保
存
会
に

よ
る
獅
子
舞
が
、
大
勢
の
観
客
を
魅

了
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
れ
き
み
ん
の
日
の
恒
例
メ

ニュ
ー
「
岡
豊
山
ガ
イ
ド
」
を
期
間

中
に
連
日
実
施
し
た
ほ
か
、「
世
界
の

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
」
が
日
替
わ
り
で
登
場
。

幻
獣
の
ふ
る
さ
と
の
料
理
を
お
楽
し
み

い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　
　
（
中
村
）

　

令
和
４
年 

れ
き
み
ん
ワ
ン
ダ
ー
デ
イ
ズ

　
　

４
／
29
（
金
・
祝
） 

４
／
30
（
土
） 

５
／
３（
火
・
祝
） 

５
／
４（
水
・
祝
）

　
　

５
／
７（
土
） 

５
／
８（
日
）

▲ 4月30日･5月8日
土佐の幻獣・民話紙芝居
県立文学館のカルチャーサポーターさ
んによる牛鬼や山父の紙芝居

▲ 4月29日～5月1日
インスタフォローでカッパ
マスクをプレゼント！職員
もカッパマスクでお出迎え

▲

5月3日　
獅子舞
手がい役の
「ハナ」に
眠りを覚ま
され、激しく
舞う獅子。
伝統芸能に
会場が湧い
た

▲  世界のキッチンカー
ナポリピッツァはセイレーン、
韓国屋台料理には狛犬など
料理のふるさとの国にちなむ
幻獣をパネルで紹介

▲

 4月30日　
幻獣仮面をつくろう！
長いヒゲがチャームポイントの龍が
できた！５月４日に幻獣びっくり箱、
５月７日に万華鏡づくりも

比江廃寺塔跡
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令和４年(2022) 7月〜9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
116
号

令
和
４
年（
２
０
２
２
）７
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
６
月
27
日
～
７
月
２
日

観
覧
料　

〔
通
常
展
〕大
人(

18
才
以
上)

４
７
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

３
７
０
円

　
　
　
　
　

〔
企
画
展
〕通
常
展
示
込
み　

 

５
２
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

４
２
０
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。

7月27日(水)・8月12日(金)・8月27日(土)
夏休みの期間にあわせて、企画展・
コーナー展に関連した催しや、お子さん
も楽しめるワークショップを開催します。
お誘いあわせのうえ、ご来館ください。

れきみん！ 
サマーミュージアム2022
岡豊へいこう！レッツ・ゴー！

❶学芸員による連続講座１「描かれた願い・暮らし−絵馬の絵を読みとく−」
　日時：7月18日(月・祝）14:00～15:30　先着60名
　講師：中村淳子
❷学芸員による連続講座２「馬から絵馬へ−絵馬の歴史を考える−」
　日時：7月31日(日）14:00～15:30　先着60名
　講師：梅野光興
❸学芸員による連続講座３「絵師たちの絵馬−絵馬の描き手を追う−」
　日時：8月6日(土）14:00～15:30　先着60名
　講師：那須望
❹ワクワクワーク「絵馬をつくろう」
　講師：中村達志氏（日本画家）
　日時：8月12日(金）13:00～16:00　先着12名
　参加費：500円
❺ワクワクワーク「いろいろな絵の具を知ろう！」
　講師：中村達志氏（日本画家）
　日時：8月27日(土）14:00～15:00　先着12名
❻担当者によるミュージアムトーク
　　８月７日(日)、14日(日)、27日(土）
　　各回とも14:00～14:30

※すべて要観覧券、❶～❺は要事前予約

　　７月８日(金)～９月11日(日）３階総合展示室
わたしたちの住んでいる世界をちょっと離れて、神と妖怪のいる
世界やあの世を少しのぞいてみませんか。

世界の奇妙な風景を写した高知県立美術館の写真展「佐藤健寿
展　奇界／世界」（6/18～9/11）、美術館ホールの「奇界な映画」
（8/20.21）、そして奥物部美術館企画展「いざなぎ流御祈祷」
（～9/30）をつなぐスタンプラリーを開催中です。

当館の所蔵品を中心にバリエーション豊かな絵馬の世界を
ご紹介します。

7月15日(金)～9月4日(日)

歴民館×美術館「世界不思議ミュージアム」関連展示

県立歴民館×県立美術館コラボ企画

異 界 遺 産

世界不思議ミュージアム

企画展  絵馬って なあに？

◦10月27日（木）「古墳時代に思いを馳せる①」
◦11月27日（日）「古墳時代に思いを馳せる②」
◦令和5年1月29日（日）
　　　　　 特別編「戦国の山城遺構に触れる」
　8月2日（火）9時より受付スタート
　詳細は当館HPをご覧ください。

土佐のまほろばウォーク
2022 −いにしえの土佐のまほろば−

企画展関連催し

コーナー展

 鰹の一本釣り絵馬（複製）
 原資料は中土佐町矢井賀大神宮蔵

岡豊山歴史公園に移築した茅葺屋根の山村民家で、
定期的にいろりに火をいれます。
7月16日(土)、8月20日（土）、9月17日（土）
9：30～12：00

民家で囲炉裏の火焚き

10月7日(金)〜
12月4日(日)

武吉孝夫氏による記録写真の中
から、過疎の波にのみ込まれつ
つも、たくましく生きる土佐の山
村の人々の姿が写し出された作
品を展示します。

次回企画展

武吉孝夫写真展
−高知県の山村を歩く−

予告

梼原町田野々


