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『
う
な
ゐ
の
友
』

  

「
う
な
ゐい

」
と
は
幼
い
子
ど
も
の
こ
と
で
、

そ
の
友
で
あ
る
玩
具
の
絵
を
集
め
た
本
が

『
う
な
ゐ
の
友
』
で
す
。
形
も
色
も
レ
イ
ア

ウ
ト
も
絶
妙
に
、
各
地
の
玩
具
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
玩
具
を
い
と
お
し
む

ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

絵
を
描
い
た
の
は
、「
お
も
ち
ゃ
博
士
」

と
呼
ば
れ
た
玩
具
収
集
家
の
清し

水み
ず

晴せ
い

風ふ
う

で
す
。

初
編
は
芸う

ん

艸そ
う

堂ど
う

か
ら
明
治
24
年（
１
８
９
１
）

に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
本
の
各
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
玩
具
が
手
作

り
さ
れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
明
治

資
料
見
聞

時
代
、
外
国
の
文
化
が
急
速
に
入
っ
て
き
た

こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
多
く
は
廃
れ
て
い
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
も
、
玩
具

の
魅
力
を
見
出
し
、
鑑
賞
し
て
楽
し
む
大
人

も
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
先
駆
け
が
晴
風
で
す
。

　

晴
風
は
『
う
な
ゐ
の
友
』
６
編
が
刊
行

さ
れ
た
後
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
画
家

の
西に

し

澤ざ
わ

笛て
き

畝ほ

が
引
き
継
い
で
、
大
正
13
年

（
１
９
２
４
）
の
10
編
ま
で
刊
行
し
ま
し
た
。

　

当
館
は
、「
相
合
傘
」
と
「
土
佐
女
達
磨
」

が
掲
載
さ
れ
た
７
編
を
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
ほ
か
、
８
編
に
は
「
彩
色
船
」、
９
編

に
は
「
鯨
船
」
と
い
っ
た
高
知
の
玩
具
も
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

写
真
は
３
編
の
「
古
製
土
佐
雛
」。
実
物

は
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
晴
風
が
描

い
た
雛
人
形
は
何
だ
か
抽
象
的
な
形
を
し
て

い
ま
す
。
五
色
の
糸
の
衣
を
ま
と
い
、
黒
い

糸
は
冠
や
髪
の
表
現
の
よ
う
に
み
え
ま
す
。

ま
た
、
松
に
鶴
が
描
か
れ
た
紙
の
よ
う
な
も

の
も
み
ら
れ
ま
す
。

　

玩
具
収
集
家
の
バ
イ
ブ
ル『
う
な
ゐ
の
友
』

に
は
、
今
も
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
郷
土

玩
具
と
と
も
に
こ
う
し
た
廃
絶
し
た
玩
具
が

収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
企
画
展
「
郷
土
玩
具
に
み
る

明
治
の
お
も
か
げ
」
の
関
連
企
画
と
し
て
、

『
お
も
ち
ゃ
博
士
・
清
水
晴
風
』（
共

著
）
な
ど
多
く
の
ご
著
書
が
あ
る

中
村
浩ひ

ろ

訳の
ぶ

氏
の
講
演
会
「
郷
土
玩

具
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

～
郷
土
玩
具
は
明
治
時
代
に
発
見

さ
れ
た
！
～
」
を
平
成
31
年
１
月

26
日
に
開
催
し
ま
す
。
中
村
氏
は

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
お

仕
事
を
さ
れ
つ
つ
、
郷
土
玩
具
を

４
～
５
万
点
以
上
収
集
さ
れ
て
き

た
筋
金
入
り
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
す
。

講
演
会
で
は
、『
う
な
ゐ
の
友
』

が
生
ま
れ
た
明
治
時
代
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
て
、
郷
土
玩
具
に
つ
い

て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
）

「古製土佐雛」『うなゐの友』３編（芸艸堂，明治44年刊）個人蔵
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平
成
に
ブ
レ
イ
ク

　

今
年
の
正
月
、
長
い
こ
と
年
賀
状
を
や
り

と
り
し
て
き
た
千
葉
県
の
方
か
ら
フ
ラ
ン
ス

語
の
郷
土
玩
具
の
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

日
本
各
地
で
作
ら
れ
て
い
る
人
形
や
玩
具

の
土
産
が
紹
介
さ
れ
た
『M

iY
aGe

』
で
す
。

  

今
春
の
企
画
展
「
堺
事
件
」
の
日
仏
友
好

の
コ
ー
ナ
ー
に
ピ
ッ
タ
リ
な
の
で
、
関
連
図

書
と
し
て
来
館
さ
れ
た
方
々
に
ペ
ー
ジ
を
め

く
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
展
で
も
開
架

し
ま
す
。

  

こ
の
本
、雑
誌
『BRU

T
U

S

』
の
連
載
「
み

や
げ
も
ん
」
の
エ
デ
ィ
タ
ー
に
よ
る
、
す
こ

ぶ
る
カ
ッ
コ
イ
イ
書
籍
で
す
。
現
在
、
郷
土

玩
具
は
ひ
そ
か
な
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す

餅つきうさぎ　佐原張り子（千葉県） 松江姉様（島根県） 相合傘（高知県）

が
、
そ
の
大
き
な
牽け

ん

引い
ん

役や
く

の
ひ
と
つ
が
同
連

載
だ
と
思
い
ま
す
。

  

本
の
表
紙
は
、
千
葉
県
の
佐
原
張
り
子
の

キ
ュ
ー
ト
な
招
き
猫
。
本
を
く
だ
さ
っ
た
方

の
年
賀
状
は
い
つ
も
佐
原
張
り
子
の
干
支
物

で
す
。
秋
田
県
出
身
の
恩
師
か
ら
は
中
山
人

形
、
郷
土
玩
具
の
作
家
さ
ん
か
ら
は
新
作
の

干
支
物
。「
今
年
の
年
賀
状
は
、
ど
ん
な
子

か
な
ぁ
」
と
ワ
ク
ワ
ク
で
す
。

  

さ
て
、
本
展
で
は
、
平
成
21
年
に
当
館
へ

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ご
寄
贈
く
だ
さ
っ
た
高
知

市
の
収
集
家
・
故
山や

ま

﨑さ
き

茂し
げ
る

さ
ん
の
郷
土
玩
具

を
中
心
に
展
示
し
ま
す
。

  

伏
見
や
津つ

屋や

崎ざ
き

、古
賀
な
ど
、大
き
く
堂
々

と
し
た
作
品
の
多
い
、
渋
く
て
美
し
い
土
人

形
が
特
に
お
好
き
な
山
﨑
さ
ん
。
一
方
、
私

は
赤
坂
人
形
や
文
字
ヶ
関
人
形
、
佐
原
張
り

子
と
い
っ
た
素
朴
で
か
わ
い
い
も
の
が
好
き
。

山
﨑
さ
ん
の
人
形
部
屋
を
訪
ね
る
と
、
郷
土

玩
具
に
つ
い
て
お
教
え
い
た
だ
い
た
り
、
お

互
い
の
一い

ち

推お

し
の
魅
力
を
語
り
あ
っ
た
り
し

て
、
話
は
尽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。

明
治
に
発
見
、
大
正
に
名
付

　

本
展
の
お
も
な
展
示
資
料
は
、
人
力
車
や

馬
車
な
ど
明
治
の
文
物
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た

郷
土
玩
具
で
す
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
明
治
時

代
の
社
会
の
よ
う
す
や
文
化
的
な
雰
囲
気
を

垣
間
見
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
に
、
佐
原
張
り
子
な
ど
明
治
生

ま
れ
の
人
形
や
玩
具
も
ご
紹
介
し
ま
す
。
高

知
県
か
ら
は「
相
合
傘
」。よ
さ
こ
い
節
の「
坊

さ
ん
か
ん
ざ
し
」
を
題
材
に
し
た
人
形
で
す
。

戊
辰
戦
争
に
参
加
し
た
岡
本
楠
次
郎
が
、
そ

の
後
、
東
京
・
芝
の
神
明
通
り
の
店
先
で
相

合
傘
の
人
形
を
見
て
着
想
し
ま
し
た
。
楠
次

郎
の
本
職
は
花
台
の
デ
コ
シ
（
人
形
師
）
で

西
畑
人
形
の
頭
も
作
っ
て
い
ま
す
。
山
﨑
さ

ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
楠
次
郎
作
の
相
合

傘
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
山
﨑
さ
ん
の
先
輩
、
故
城し

ろ

田た

政ま
さ

治じ

さ
ん
の
郷
土
玩
具
か
ら
明
治
の
文
豪
・
小
泉

八
雲
が
「
私
に
取
っ
て
、
す
べ
て
の
中
で
、

最
も
美
し
い
の
は
小
さ
な
人
形
」
と
賞
賛
し

た
松
江
姉あ

ね

様さ
ま

な
ど
を
展
示
し
ま
す
。

会期：平成31年１月２日（水）
　　　～３月24日（日）

企画展 
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人力車　清水張り子（静岡県） 馬車　宇土張り子（熊本県）

女学生　長門張り子（山口県）

　

本
展
と
と
も
に
、
平
成
30
年
12
月
14
日
か
ら

平
成
31
年
１
月
27
日
ま
で
は
「
干
支
の
玩
具　

亥
」、
２
月
２
日
か
ら
３
月
17
日
ま
で
は
「
お

ひ
な
さ
ま
」
の
コ
ー
ナ
ー
展
を
開
催
。
冬
か
ら

春
に
か
け
て
の
当
館
は
郷
土
玩
具
祭
り
で
す
。

　

な
お
、
干
支
の
玩
具
展
は
中
村
浩
訳
氏
の

『
十
二
支
の
郷
土
玩
具
』
を
い
つ
も
参
考
に

し
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
中
村
氏
の
ご
講
演

は
、
明
治
時
代
に
発
見
さ
れ
て
大
正
時
代
に

「
郷
土
玩
具
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ま

で
の
高
知
ス
ペ
シ
ャ
ル
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
す
。

昭
和
に
流
行
、
そ
し
て

　

昭
和
時
代
、
郷
土
玩
具
の
ブ
ー
ム
が
何
度

か
起
き
ま
し
た
。
北
海
道
土
産
と
い
え
ば
、

「
木
彫
り
の
熊
」
と
い
う
頃
も
あ
り
ま
し
た
。

城
田
さ
ん
は
戦
火
で
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
失
う

も
戦
後
収
集
を
再
開
。
山
﨑
さ
ん
は
昭
和
48

年
に
収
集
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
郷
土
玩
具

の
新
た
な
作
り
手
も
続
々
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

平
成
最
後
の
郷
土
玩
具
企
画
展
と
な
る
本

展
は
、
明
治
を
中
心
に
郷
土
玩
具
の
こ
れ
ま

で
を
振
り
返
り
ま
す
。
合
わ
せ
て
、
草
流
舎

の
「
土
佐
和
紙
と
土
佐
漆
喰
の
郷
土
人
形
」

とasakozirusi

の
「
消
し
ゴ
ム
版
画
の
郷

土
玩
具
」
の
コ
ラ
ボ
展
を
開
催
し
、
次
の
時

代
の
郷
土
玩
具
の
可
能
性
を
感
じ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
郷
土
玩
具
か
ら
の
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
響
き
合
う
展
示
や
関

連
行
事
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。　
（
中
村
）

蒸気船　倉敷張り子（岡山県）

馬乗り鎮台　
春日部張り子（埼玉県）
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の
通
知
文
で
、
全
十
一
士
の
ご
子
孫
す
べ
て

の
名
簿
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
企
画
展
で
際
立
っ
て
い
た
の
は
、
会

期
中
よ
り
む
し
ろ
会
期
後
の
様
々
な
反
応
で
し

た
。
通
常
は
企
画
展
の
終
了
と
と
も
に
関
心
が

薄
れ
て
ゆ
く
の
が
普
通
で
す
が
、
終
了
後
に
大

阪
の
大
手
新
聞
各
社
か
ら
「
企
画
展
の
総
括
記

事
を
書
き
た
い
」
と
い
う
要
請
が
あ
っ
た
の
に

は
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
様
々
な
団
体
か

ら
講
演
会
や
講
座
の
依
頼
が
相
次
い
だ
他
、
流

罪
先
で
亡
く
な
っ
た
藩
士
の
慰
霊
祭
へ
の
ご
案

内
も
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

切
腹
が
中
止
と
な
り
土
佐
に
帰
還
し
た
９

人
の
藩
士
は
、
あ
ら
た
め
て
渡わ

た
り

川
（
四
万
十

川
）
以
西
の
入に

ゅ
う

田た

村
（
現
四
万
十
市
）
に
追

放
処
分
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
川
谷

銀
太
郎
だ
け
が
現
地
で
病
死
し
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
事
実
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め
、
墓
前
祭

が
挙
行
さ
れ
た
の
で
す
。
当
日
は
記
念
碑
の

近
く
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

堺
市
か
ら
も
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
達
が

来
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
事
件
が
多
く
の
人
び

と
の
心
を
動
か
す
悲
劇
性
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

中
学
校
か
ら
社
会
科
の
研
究
授
業
へ
の
協

力
要
請
も
あ
り
ま
し
た
。
現
在
授
業
時
数
の

関
係
も
あ
り
、「
堺
事
件
」
を
取
り
上
げ
る

学
校
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
３

時
間
を
充
て
、
こ
の
事
件
の
本
質
を
生
徒
に

討
論
さ
せ
た
い
と
い
う
先
生
の
情
熱
に
は
本

当
に
頭
が
下
が
り
ま
し
た
。
正
直
、
複
雑
な

当
時
の
特
殊
事
情
を
中
学
生
が
ど
こ
ま
で
理

解
で
き
る
の
か
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
実

際
授
業
を
行
っ
て
み
る
と
生
徒
た
ち
の
受
け

止
め
や
反
応
は
予
想
を
上
回
る
も
の
で
し
た
。

「
限
ら
れ
た
情
報
し
か
な
い
中
で
何
か
を
判

断
す
る
こ
と
は
す
ご
く
危
険
な
こ
と
だ
と
思

う
」「
組
織
の
責
任
を
個
人
の
責
任
に
し
て

い
る
の
は
お
か
し
い
」「
外
国
人
に
対
す
る

偏
見
が
あ
っ
た
の
な
ら
悲
し
い
こ
と
」
等
々
。

　

様
々
な
視
点
か
ら
の
白
熱
し
た
討
論
を
聞

い
て
い
る
う
ち
、
こ
の
事
件
の
本
質
は
、
実

は
現
代
社
会
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の

だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
ま
し
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）佐川中学校における特別授業

入田地区自治会建立の記念碑を囲む関係者

「土藩忠士墓所之図」杉本家寄贈

 
「
堺
事
件
展
」
後
の
様
々
な
反
響

　

当
館
で
は
、
本
年
１
月
～
３
月
の
期
間
、

企
画
展
「
堺
事
件

－

１
５
０
年
の
時
を
経

て

－

」
を
開
催
し
ま
し
た
。
企
画
展
の
概

要
に
つ
い
て
は
、
本
誌
で
度
々
ご
紹
介
し

て
き
ま
し
た
の
で
、
本
号
で
は
企
画
展
の

そ
の
後
の
反
響
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

企
画
展
の
期
間
中
、
堺
事
件
の
責
任
を

取
っ
て
切
腹
、
ま
た
は
流
罪
と
な
っ
た
20

人
の
土
佐
藩
士
の
ご
子
孫
か
ら
様
々
な
資

料
や
情
報
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

  

な
か
で
も
箕
浦
猪
之
吉
の
六
番
隊
に
所

属
し
、
切
腹
し
た
杉
本
廣
五
郎
（
御お

ん

足あ
し

軽が
る

肝き
も

煎い
り

并な
ら
び
に

玉た
ま

薬ぐ
す
り

取と
り

扱あ
つ
か
い

兼け
ん

勤き
ん

）
の
ご
子
孫
か

ら
は
、
廣
五
郎
の
供
養
に
関
す
る
資
料
を

ご
寄
贈
い
た
だ
き
、
貴
重
な
知
見
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

　

こ
の
寄
贈
資
料
に
よ
っ
て
、
切
腹
し
た

十
一
士
の
ご
子
孫
と
、
宝ほ

う

珠じ
ゅ

院い
ん

、
妙
國
寺
は
、

事
件
後
も
継
続
し
て
関
係
を
維
持
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。
な
か
で
も
明
治

25
年
発
行
の
「
土
藩
忠
士
墓
所
之
図
」
は
、

明
治
初
期
に
刷
ら
れ
た
宝
珠
院
発
行
の
最
初

の
刷
り
物
を
原
板
と
し
、
新
規
に
刷
り
直
し

た
未
見
の
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
昭
和
42
年

に
妙
國
寺
か
ら
杉
本
家
に
送
ら
れ
て
き
た
書

簡
は
、「
土
佐
烈
士
百
年
祭
法
要
日
程
変
更
」
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設
備
や
期
間
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
蔵
書
と
し

て
活
用
で
き
る
最
低
限
の
状
態
に
戻
す
こ
と
、

つ
ま
り
本
を
「
読
め
る
状
態
」
に
戻
す
こ
と

を
目
標
に
行
っ
た
作
業
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

10
月
初
め
に
ご
返
却
し
た
際
に
は
喜
ん
で
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
こ
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
連
携
し
て
災
害
支
援
な
ど

を
発
動
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の

で
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
も
大
変
貴
重
な

経
験
と
な
り
ま
し
た
。
来
た
る
べ
き
南
海
ト

ラ
フ
地
震
は
も
ち
ろ
ん
、
最
近
で
は
局
地
的

な
災
害
も
増
え
て
い
ま
す
。
も
し
ど
こ
か
の

地
域
や
館
が
被
災
し
た
場
合
に
、
迅
速
に
他

館
が
救
援
を
行
え
る
体
制
づ
く
り
や
シ
ュ
ミ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
欠
か
せ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。

今
後
も
館
単
独
で
の
活
動
だ
け
で
な
く
、
県

全
体
で
連
携
し
た
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　　
（
那
須
） 作業のようす

高知大学に運び込まれた蔵書類

西
日
本
豪
雨
に
よ
る
被
災
書
籍
の
救
援
活
動
報
告

　

今
年
７
月
、
記
録
的
な
大
雨
に
よ
っ
て
、

西
日
本
の
広
範
囲
で
河
川
の
氾
濫
や
土
砂
崩

れ
と
い
っ
た
被
害
が
発
生
し
ま
し
た
。
特
に

大
き
な
被
害
を
受
け
た
地
域
の
ひ
と
つ
が
愛

媛
県
宇
和
島
市
吉
田
町
で
す
。
吉
田
町
に
は
、

四
国
で
唯
一
、
臨
済
宗
の
僧
堂
（
雲う

ん

水す
い

と
呼

ば
れ
る
修
行
僧
が
集
団
で
生
活
し
修
行
す
る

場
）
を
も
つ
大
乗
寺
が
現
在
も
法
灯
を
守
り

継
い
で
い
ま
す
。
当
館
は
昨
年
開
催
し
た
特

別
展
で
御
寺
宝
を
借
用
し
た
御
縁
が
あ
り
ま

す
。

　

７
月
上
旬
、
高
知
県
内
の
寺
院
を
通
じ
て
、

大
乗
寺
の
被
災
状
況
を
伺
い
ま
し
た
。
近
く

を
流
れ
る
川
が
氾
濫
し
、
境
内
ま
で
浸
水
、

堂
宇
の
一
部
は
床
上
浸
水
し
た
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
ま
た
、
所
蔵
す
る
書
籍
類
が
水
に

ぬ
れ
大
変
困
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

す
ぐ
に
直
接
お
う
か
が
い
し
状
況
を
確
認
し

た
と
こ
ろ
、
明
治
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
雑

誌
や
洋
装
本
な
ど
の
蔵
書
類
が
泥
水
に
ぬ
れ
、

一
部
に
は
カ
ビ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
確

認
で
き
ま
し
た
。
一
刻
も
早
く
乾
燥
さ
せ
カ

ビ
を
除
去
し
な
け
れ
ば
、
本
は
開
く
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
状
況
で
し
た
。
し

か
し
、
市
内
は
断
水
が
続
き
、
お
寺
の
建
物

や
庭
、
宇
和
島
市
指
定
と
な
っ
て
い
る
歴
代

藩
主
の
墓
所
な
ど
に
も
浸
水
に
よ
る
被
害
が

発
生
し
て
お
り
、
蔵
書
類
の
乾
燥
や
整
理
に

人
手
を
割
け
る
状
況
で
は
到
底
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ん
と
か
高
知
か
ら
援
助
は
で
き
な
い
か
と

模
索
が
始
ま
り
ま
す
が
、
い
く
つ
か
の
課
題

が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
だ
れ
が
救
援
す
る
か
。「
な
ん

だ
、歴
民
館
で
預
か
っ
て
あ
げ
れ
ば
い
い
じ
ゃ

な
い
か
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

実
は
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、

今
回
の
対
象
は
文
化
財
と
い
う
よ
り
寺
院
が

保
管
す
る
蔵
書
。
し
か
も
場
所
は
愛
媛
県
で

す
。
ま
ず
は
愛
媛
県
で
救
援
活
動
が
行
え
な

い
か
、
愛
媛
の
文
化
施
設
に
問
い
合
わ
せ
ま

し
た
。
し
か
し
愛
媛
県
内
で
は
多
く
の
文
化

財
、
図
書
資
料
な
ど
が
被
災
し
て
お
り
、
人

的
に
も
精
神
的
に
も
限
界
と
の
お
返
事
で
し

た
。
そ
こ
で
、
愛
媛
県
の
文
化
施
設
な
ど
で

構
成
す
る
「
愛
媛
資
料
ネ
ッ
ト
」
か
ら
、
高

知
県
内
の
文
化
施
設
な
ど
で
構
成
す
る
「
こ

う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
へ
本

件
に
つ
い
て
の
救
援
依
頼
を
出
し
て
も
ら
う

こ
と
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
当
館
だ
け

で
な
く
、
高
知
県
内
の
複
数
の
文
化
施
設
や

関
係
者
が
関
わ
る
救
援
体
制
が
整
い
ま
し
た
。

　

次
に
ど
こ
で
保
管
し
乾
燥
や
カ
ビ
の
除
去

作
業
を
行
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
高
知

大
学
の
松
島
准
教
授
の
ご
協
力
で
高
知
大
学

の
一
室
を
提
供
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
夏
休
み
の
み
と
い
う
期
限
付
き
。

限
ら
れ
た
期
間
で
で

き
る
最
大
の
処
置
を

行
う
と
い
う
目
標
が

た
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

７
月
下
旬
、
蔵
書

が
高
知
大
へ
運
び
込

ま
れ
ま
し
た
。
持
ち

運
び
の
利
便
性
を
高

め
る
た
め
に
ミ
カ
ン

の
収
穫
・
保
管
に
使

う
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

の
箱
に
本
を
分
類
し

て
い
た
の
で
す
が
、
総
数
に
し
て
約
50
箱
分
、

２
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
１
台
分
に
及
び
ま
し
た
。

　

被
災
か
ら
３
週
間
ほ
ど
経
過
し
て
か
ら
の

輸
送
で
し
た
が
、
多
く
の
蔵
書
が
ま
だ
濡
れ

て
い
る
状
態
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
は

乾
燥
さ
せ
る
こ
と
を
最
優
先
し
ま
し
た
。
ミ

カ
ン
の
コ
ン
テ
ナ
箱
に
は
側
面
、
底
面
と
も

に
穴
が
あ
る
た
め
乾
燥
に
は
効
果
的
で
し
た
。

除
湿
機
や
扇
風
機
を
使
用
し
な
が
ら
２
週
間

ほ
ど
か
け
て
乾
燥
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
の
べ
７
日
間
を
か
け
、
こ
う
ち

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
盟
す
る

館
の
職
員
や
個
人
会
員
が
集
ま
り
、
カ
ビ
の

除
去
、
固
着
し
た
ペ
ー
ジ
を
は
が
す
作
業
な

ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
噴
霧
し
、
カ

ビ
の
殺
菌
を
行
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
泥
や

カ
ビ
に
よ
っ
て
付
い
て
し
ま
っ
た
シ
ミ
を
完

全
に
除
去
す
る
こ
と
は
、
今
回
の
限
ら
れ
た
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当
館
の
立
地
す
る
岡
豊
城
跡
は
、
昭
和
30

年
（
１
９
５
５
）
2
月
15
日
に
高
知
県
の
史

跡
と
し
て
指
定
さ
れ
、
平
成
20
年
7
月
28
日

に
は
国
指
定
史
跡
と
な
り
ま
し
た
。

　

岡
豊
山
は
城
跡
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
岡
豊
山
が
近
・
現
代
に
城
跡
と
し
て
ど

の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
き
た
か
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
岡
豊
城
跡
の

近
・
現
代
に
つ
い
て
、
遺
跡
や『
岡
豊
村
史
』

等
か
ら
垣
間
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
27
年
（
１
８
９
４
）
に
日
清
戦
争
が

始
ま
り
ま
し
た
。
岡
豊
村
か
ら
も
20
名
が
出

征
し
、
全
員
無
事
凱
旋
し
て
い
ま
す
。
こ
の

日
清
戦
争
の
勝
利
を
祝
い
、
岡
豊
城
跡
の
厩う

ま
や

床ど
こ

（
伝
厩
跡
曲
輪
）
を
村
が
購
入
し
、
明

治
28
年
に
日
清
戦
争
の
凱
旋
紀
念
碑
を
建

立
、
公
園
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
岡
豊
公
園

征
清
凱
旋
碑
の
碑
文
は
、
坂
本
龍
馬
の
小

説
『
汗か

ん

血け
つ

千せ
ん

里り
の

駒こ
ま

』
を
書
い
た
日
清
戦
争
従

軍
新
聞
記
者
で
も
あ
っ
た
坂さ

か

崎ざ
き

紫し

瀾ら
ん

（
坂

崎
斌さ

か
ん

）
が
撰
文
し
た
も
の
で
す
。
明
治
37

年
（
１
９
０
４
）
に
は
日
露
戦
争
が
始
ま
り
、

村
で
も
戦
死
者
が
で
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
明

治
42
年
7
月
に
村
民
総
動
員
で
石
碑（
墓
標
）

を
引
き
上
げ
、
戦
死
者
の
墓
地
が
造
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
曲
輪
は
昭
和
57
年（
１
９
８
２
）

頃
に
は
岡
豊
史
跡
公
園
の
一
画
と
し
て
児
童

岡
豊
城
跡
国
指
定
史
跡
10
周
年
に
寄
せ
て

　
　
　
　
　
　
　
　

−

岡
豊
城
跡
の
近
・
現
代
考
古
学

−

公
園
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

昭
和
９
年（
１
９
３
４
）10
月
25
日
の『
高

知
新
聞
・
土
陽
新
聞
』
に
は
、
個
人
所
有
の

岡
豊
城
跡
を
全
山
公
園
化
し
草
木
を
植
え
、

開
放
し
登
山
者
で
賑
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
に
現
在
の
四
ノ
段

南
に
「
長
宗
我
部
氏
岡
豊
城
址
」
の
碑
が
建

立
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
岡
豊
山
古

墳
が
見
つ
か
り
、
須
恵
器
や
鉄
器
等
が
出
土

し
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
岡
豊
城
跡
へ
の
登
り
口
は
、
伝
長

宗
我
部
氏
一
族
の
墓
の
あ
る
場
所
の
北
方
に

あ
っ
た
と
さ
れ
、
県
道
３
８
４
号
線
沿
い
に

碑
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、

碑
は
撤
去
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

　

な
お
、
昭
和
19
年
（
１
９
４
４
）
に
は
、

岡
豊
公
園
の
墓
地
を
廃
止
し
、
昭
和
20
年
に

は
八や

幡は
た

に
忠
霊
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
昭
和
30
年
2
月
15

日
に
は
、
高
知
県
の
史
跡
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
8
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
高
知
県
文
化
財

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（ 

財
団
法
人
高
知
県
文
化

財
団
発
行
）
に
は
、「
岡
豊
城
跡
」
と
し
て

東
か
ら
撮
影
し
た
二
ノ
段
の
写
真
が
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
現
在
は
撤
去
さ
れ
て
い
る
高

射
砲
の
台
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
２
基
写
っ

て
お
り
、
太
平
洋
戦
争
時
に
城
跡
が
利
用
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
県
史
跡
指
定
時

の
『
岡
豊
城
趾
調
査
報
告
』（
高
知
縣
古
文

化
財
調
査
委
員
安
岡
源
一
）
の
図
面
に
よ
る

と
現
在
の
二
ノ
段
北
東
（
長
宗
我
部
展
示
室

等
が
あ
る
場
所
）
に
は
、
堀
切
、
曲
輪
、
土

塁
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

昭
和
45
年
（
１
９
７
０
）
10
月
27
日
付
け

の
『
高
知
新
聞
』
に
「
き
ょ
う
一
般
オ
ー
プ

ン
“
岡
豊
山
ハ
イ
ラ
ン
ド
完
成
”」
と
見
出

し
が
あ
り
、
高
知
放
送
が
建
設
し
て
い
た
岡

豊
山
ハ
イ
ラ
ン
ド
が
完
成
し
、
26
日
に
開
園

式
を
実
施
、
27
日
か
ら
一
般
に
開
放
す
る
と

あ
り
ま
す
。
記
事
に
よ
る
と
「
長
宗
我
部
元

親
の
居
城
跡
で
あ
り
、
頂
上
付
近
の
本
丸

（
詰
）、
二
の
丸
（
二
ノ
段
）
が
県
指
定
の
史

跡
と
な
っ
て
い
る
が
、
十
分
な
保
護
と
活
用

が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
同
社
が
約

十
三
万
平
方
㍍
を
買
収
し
、
さ
る
四
十
二
年

八
月
か
ら
総
工
費
約
一
億
円
で“
歴
史
公
園
”

と
し
て
整
備
し
て
い
た
も
の
。」
と
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
旧
国
道
（
現
県
道
）
32
号
線
か

ら
登
山
道
を
登
る
と
三マ

マ
の
丸
が
60
台
分
の
駐

車
場
と
レ
ス
ト
ラ
ン
（
現
在
の
歴
史
民
俗
資

料
館
の
位
置
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
段
高

い
二
ノ
段
か
ら
詰
に
は
芝
生
が
植
え
ら
れ
、

遊
歩
道
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
南
斜

面
に
は
、
パ
イ
プ
ス
キ
ー
の
施
設
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
こ
ろ
に
城
跡
は
開
発
さ
れ
た
の

で
す
。
昭
和
48
年
（
１
９
７
３
）
に
は
、
ハ

イ
ラ
ン
ド
に
フ
ィ
ー
ル
ド
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
が

で
き
、
岡
豊
町
の
大
久
保
健
一
氏
が
専
任
指

導
員
と
な
っ
て
、
選
手
を
育
て
、
昭
和
53
年

（
１
９
７
８
）
に
は
ス
イ
ス
で
開
か
れ
た
世

界
選
手
権
で
岡
豊
山
ハ
イ
ラ
ン
ド
所
属
の
選

手
、
河
渕
志
津
子
氏
が
優
勝
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
58
年
８
月
に
岡
豊
山
ハ
イ
ラ
ン
ド
に

一
大
転
機
が
訪
れ
ま
し
た
。
岡
豊
山
が
県
立

歴
史
民
俗
資
料
館
の
建
設
地
と
な
り
、
平
成

３
年
に
開
館
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
か
ら
地
域
の
方
々
に
大
切
に
さ

れ
、
活
用
さ
れ
て
き
た
岡
豊
城
跡
は
、
国
史

跡
に
指
定
さ
れ
て
10
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
こ

の
間
、
平
成
29
年
4
月
6
日
に
公
益
財
団
法

人
日
本
城
郭
協
会
に
よ
り
、
続
日
本
１
０
０

名
城
に
認
定
さ
れ
、
日
本
全
国
か
ら
来
城
者

が
訪
れ
て
い
ま
す
。
今
後
も
地
域
の
方
々
と

史
跡
の
保
存
と
活
用
、
基
礎
調
査
も
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
（
岡
本
）

昭和34年の『岡豊村史』に掲載された岡豊城跡の図
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ん
ど
ん
延
長
に
な
る
こ
と
も
。
熱
の
こ
も
っ

た
案
内
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
ま
だ
櫓
か
ら
の
景
色
を
見

て
い
な
い
方
は
い
ま
せ
ん
か
。
標
高
97
メ
ー

ト
ル
の
岡
豊
山
山
頂
部
に
あ
る
櫓
の
２
階
床

の
高
さ
は
約
６
メ
ー
ト
ル
。
97
メ
ー
ト
ル
で

も
見
晴
ら
し
が
良
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
プ
ラ
ス
６
メ
ー
ト
ル
は
、
違
い
ま

す
！
岡
豊
山
の
大
木
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な

く
、「
見
渡
せ
る
」
と
い
う
よ
り
、「
見
通
せ
る
」

感
覚
に
な
り
ま
す
。
土
佐
の
み
な
ら
ず
、
さ

ら
に
遠
く
を
、
さ
ら
に
強
く
見
据
え
た
長
宗

我
部
氏
の
心
も
見
え
て
く
る
よ
う
で
す
。
戦

国
時
代
に
想
い
を
馳
せ
る
、
こ
の
気
分
を
ぜ

ひ
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。　
　
（
岩
本
）

　

現
在
、
当
館
に
は
歴
史
・
考
古
・
民
俗
・

美
術
工
芸
の
各
分
野
を
合
わ
せ
て
約
１
４
６
，

９
０
０
件
の
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
資
料
の
概
要
を
把
握
し
、
各
資
料

に
応
じ
た
適
切
な
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、

資
料
の
名
称
、
員
数
、
収
蔵
番
号
、
寸
法
、

収
集
先
、
受
入
年
月
日
、
画
像
、
資
料
の
状

態
な
ど
、
資
料
に
関
す
る
情
報
の
集
ま
り
で

あ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

　

当
館
で
は
、
平
成
３
年
の
開
館
に
先
だ
っ

て
、
手
書
き
の
資
料
カ
ー
ド
と
光
フ
ァ
イ
リ

ン
グ
シ
ス
テ
ム
（
手
書
き
カ
ー
ド
そ
の
も
の

を
画
像
と
し
て
保
存
）
を
導
入
し
、
資
料
管

理
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
光
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
シ
ス
テ

ム
は
、
急
速
に
普
及
し
、
高
性
能
化
し
た
パ

ソ
コ
ン
に
及
ぶ
べ
く
も
な
く
、
メ
ー
カ
ー
は

相
次
い
で
撤
退
し
ま
し
た
。
や
む
な
く
、
当

館
の
資
料
管
理
は
、
平
成
13
年
度
に
パ
ソ
コ

ン
（
表
計
算
ソ
フ
ト
）
に
よ
る
も
の
へ
と
切

り
替
え
ま
し
た
。
そ
の
数
年
後
に
は
、
ま
た

別
ソ
フ
ト
で
、
と
い
う
様
に
何
度
か
変
更
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
の
方
法
も
１
台
の
パ
ソ

コ
ン
で
デ
ー
タ
管
理
を
行
っ
て
い
た
の
で
、

学
芸
員
を
は
じ
め
、
資
料
に
携
わ
る
職
員
に

と
っ
て
、
必
ず
し
も
使
い
勝
手
が
良
い
シ
ス

　
「
志
国
高
知
幕
末
維
新
博
」
関
連
企
画
と

し
て
、
館
が
立
地
す
る
こ
こ
岡
豊
山
に
登
場

し
た
「
櫓や

ぐ
ら

」。
閉
幕
が
近
づ
き
、
い
よ
い
よ

平
成
31
年
２
月
末
で
公
開
も
終
了
で
す
。
約

２
年
間
、
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
櫓
は
、
は
じ

め
の
木
の
香
り
こ
そ
薄
れ
て
は
い
ま
す
が
、

山
に
な
じ
む
佇た

た
ず

ま
い
に
な
り
ま
し
た
。
皆
様

か
ら
、「
も
っ
た
い
な
い
」
と
の
お
声
を
た

く
さ
ん
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
岡
豊
城
跡

は
、国
指
定
史
跡
…
。
残
念
な
が
ら
「
仮
設
」

で
の
許
可
の
た
め
残
し
て
お
く
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
で
き
る
な
ら
、
私
た
ち
も
愛
着
の

あ
る
こ
の
櫓
に
新
た
な
活
躍
の
場
を
、
と

願
っ
て
い
ま
す
。

　

で
す
が
、そ
の
前
に
！
「
さ
よ
な
ら
櫓
！
」

企
画
と
し
て
、
櫓
を
と
り
ま
く
国
史
跡
を
と

こ
と
ん
巡
る
ウ
ォ
ー
ク
を
開
催
し
ま
す
。

　

ガ
イ
ド
は
、「
南
国
市
観
光
案
内
人
の
会
」

の
土
佐
弁
も
絶
好
調
な
名
物
ガ
イ
ド
、
村
上

隆
夫
氏
を
予
定
。
調
子
が
で
る
と
時
間
が
ど

櫓
、
い
よ
い
よ
２
月
ま
で

新
シ
ス
テ
ム
へ
　
当
館
資
料
情
報
管
理
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

第13回岡豊山フォトコンテスト
櫓大賞「元親も観た夏」片山雄史

テ
ム
と
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
そ

の
パ
ソ
コ
ン
に
不
具
合
が
生
じ
た
場
合
は
、

一
連
の
全
て
の
作
業
が
ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　

加
え
て
、
資
料
の
活
用
と
い
う
観
点
か
ら

み
て
も
、
資
料
に
関
す
る
情
報
は
公
開
さ
れ

て
こ
そ
と
い
え
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
ウ
ェ

ブ
上
公
開
済
の
当
館
蔵
の
資
料
は
、
文
化
庁

の
「
文
化
遺
産
オ
ン
ラ
イ
ン
」
に
掲
載
し
た

一
部
の
デ
ー
タ
の
み
と
い
う
の
が
実
情
で
す
。

　

誰
で
も
扱
い
易
く
、
安
全
な
資
料
管
理
シ

ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
当
館
に
お
い

て
優
先
す
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

  

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
今
年
、
当
館
の
資
料

情
報
管
理
に
必
要
な
機
能
を
備
え
る
新
た
な

シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
検
討
し
ま
し
た
。
現
在
、

資
料
の
デ
ー
タ
を
新
シ
ス
テ
ム
へ
移
行
す
る

べ
く
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。
詳
細
は
、
新

シ
ス
テ
ム
が
軌
道
に
乗
っ
た
時
点
で
お
知
ら

せ
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

  

新
し
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
り
、
資
料
の

管
理
は
も
と
よ
り
、
調
査
・
研
究
や
展
示
等

に
お
い
て
も
効
果
的
に
資
料
の
活
用
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
と
期
待
す
る
と
と
も
に
、

多
く
の
方
々
が
利
用
し
易
い
環
境
作
り
を
進

め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。　
　
　
（
曽
我
）

◆開催日時：
①平成30年12月15日(土)
②平成31年  1月18日(金)
　いずれも9:00集合
　(11:30解散予定)
◆参加費：無料(要申込み)
◆定　員：各20名
　(定員に達し次第締切)

岡豊城跡
ウォーク

さよなら櫓！
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平成31年 １月〜３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
104
号

平
成
30
年
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)

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

●コラボ展
　草流舎「土佐和紙と土佐漆喰の郷土人形」
　asakozirusi 「消しゴムはん画の郷土玩具」
●講演会
　「郷土玩具と呼ばれるようになるまで
　　　　～郷土玩具は明治時代に発見された！～」
　　　　日本郷土玩具友の会会長　中村浩訳氏
　　１月26日(土）14：00～15：30 要予約・要観覧券
●ワクワクワーク
　「消しゴムはんこで郷土玩具」
　　　　　　　asakozirusi 尾﨑浅子氏
　　１月19日(土）10：00～12：00
　　電話等で要予約(先着15名)・
　　要観覧券・小学校高学年以上～大人対象・参加費500円
●ミュージアムトーク
　　１月２日(水）･１月３日(木）･３月２日(土）
　　各14：00～14：30 予約不要・要観覧券 担当学芸員
●期間中いつも
　◎asakozirusi鳥笛はんこラリー
　◎なりきり明治の女学生
　◎明治のおもちゃクイズ

郷土玩具収集家・山﨑茂さんと
城田政治さんのコレクションか
ら、明治時代にちなんだ日本の
おもちゃを紹介します。

志国高知 幕末維新博関連企画 第９弾

企画展

平成31年1月2日(水）～3月24日(日）
会期中無休

郷土玩具にみる
　　明治のおもかげ

●案内日時
　平成31年３月末までの毎週 土・日・祝日
　（ただし休館日や雨天時は中止します）
　午前10時出発と午後２時出発の２回
　所要時間は30～40分。事前予約不要
　※上記以外の日時での案内希望の方は、希望日
　　の2日前までにご連絡ください。

岡豊城跡を楽しみながら散策したい方を、案内人
がお手伝いします。

岡豊山めぐり、
開催しています！

人力車　
宇土張り子（熊本県）

岡豊城跡が国史跡に指定されて10周年をむかえたこ
とから、岡豊城跡で出土した瓦を展示しています。

年のはじめは、お抹茶でいっぷく
名人のこま回しなど盛りだくさん！
（各日の催しの詳細はお正月の
チラシにてお知らせします。）

開催中～平成31年３月31日(日)

1月2日(水)・1月3日(木）

「国史跡・岡豊城跡｣
コーナー展

コーナー展 おひなさま
平成31年　

2月2日(土)～3月17日(日)

4月27日(土)～6月30日(日)

今年のテーマは段飾り雛。郷土玩具の
かわいいオールスターも登場します｡

干
え

支
と

の玩具
平成30年　　　　　  平成31年
12月14日(金)～1月27日(日)

コーナー展

ワクワクワーク
　12月15日(土）14:00～15:30
「土佐和紙漆喰張り子　いのししの絵付」　草流舎　田村多美氏
電話等で要予約(先着30名)・要観覧券・参加費1,500円

亥

予告 企画展 土佐・木の民具
ものがたり（仮）

れきみんのお正月

三
春
張
り
子　
　
　

　
　

（
福
島
県
）

草流舎作（高知県）

かわいい明治
なつかしいかたち


