
明
治
維
新
後
、
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果

た
す
た
め
、
国
を
あ
げ
て
近
代
化
に
邁ま

い

進し
ん

し

た
日
本
。

欧
化
政
策
の
名
の
も
と
に
、
街
並
み
や
産

業
構
造
、
果
て
は
生
活
様
式
に
至
る
ま
で
、

国
中
に
大
変
革
の
波
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
仕
事
や
生
活
の
す
べ
て
に
お

い
て
ス
ピ
ー
ド
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
、
新
し
い
イ
ン
フ
ラ

(

産

業
基
盤
・
生
活
基
盤
を
形
成
す
る
構
造
物
の

総
称)
が
必
要
と
さ
れ
ま
し
た
。

西
南
戦
争
や
日
清
・
日
露
の
対
外
戦
争
を

経
験
し
た
日
本
で
は
、
軍
用
・
官
用
の
電
信

電
話
網
が
急
速
に
発
達
し
ま
し
た
。
特
に
、

電
話
の
利
便
性
が
広
く
知
れ
渡
る
と
、
民
間

に
お
い
て
も
電
話
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
っ

て
い
き
ま
し
た
。

高
知
で
電
話
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
明
治
四
〇
年
一
一
月
一
日
の
こ
と
。

加
入
者
僅わ

ず

か
一
五
三
人
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で

し
た
。

当
時
の
電
話
は
、
受
話
器
を
と
っ
て
電
話

局
の
交
換
手
を
呼
び
出
し
、
相
手
の
電
話
番

号
を
告
げ
て
電
話
を
つ
な
い
で
も
ら
う
と
い

う
面
倒
な
も
の
で
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
手
間
の
か
か
る
交
換
手
に

は
、
低
賃
金
で
雇
用
で
き
る
女
性
が
最
適
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
他
業
種
で

も
女
性
の
社
会
進
出
が
進
ん
で
い
た
た
め
、

明
治
四
〇
年
に
は
、｢

電
話
交
換
手｣

が
不

足
す
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

高
知
で
の
採
用
状
況
に
つ
い
て
は
よ
く
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
Ｏ
Ｌ
の
元
祖
と
も
い
う
べ

き
彼
女
ら
を
収
め
た
絵
葉
書
が
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

緊
張
を
強
い
ら
れ
る
職
場
環
境
の
な
か
、

日
本
髪
に
和
服
姿
の
大
和
撫
子

や
ま
と
な
で
し
こ

が
、
ヘ
ッ
ド

ホ
ン
を
か
ぶ
っ
て
い
か
つ
い
機
械
の
前
に
座
っ

て
い
る
姿
を
見
る
と
、
こ
の
時
代
の
雰
囲
気

が
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
ね
。

(

野
本)
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電
子
メ
ー
ル
全
盛
の
昨
今
で
す
が
、
年
賀

や
暑
中
見
舞
い
な
ど
で
は
、
個
性
的
な
写
真
、

イ
ラ
ス
ト
、
文
字
、
素
材
な
ど
に
こ
だ
わ
っ

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

｢

絵
葉
書｣

が
依
然
根
強

い
人
気
を
持
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
展
示
会
は
、
私
達
の
身
近
に
あ
る

こ
の
絵
葉
書
が
主
人
公
で
す
。
戦
前
に
作
ら

れ
た
土
佐
関
係
の
も
の
を
約
五
百
枚
程
度
展

示
し
、
近
代
化
し
て
ゆ
く
郷
土
の
様
子
を
概

観
し
ま
す
。

懐
か
し
さ
と
新
鮮
さ
が
同
居
す
る
絵
葉
書

の
世
界
か
ら
、
み
な
さ
ん
は
何
を
感
じ
る
で

し
ょ
う
か
。

◆
絵
葉
書
の
誕
生
◆

葉
書
に
絵
や
写
真
を
印
刷
し
て
付
加
価
値

を
付
け
た

｢

絵
葉
書｣

は
、
明
治
初
期
頃
、

主
に
外
国
人
向
け
の
土
産
み
や
げ

と
し
て
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
三
三

年

(

一
九
〇
〇)

に
、
私
製
葉
書
の
投
函
が

許
可
さ
れ
る
と
、
大
都
市
を
中
心
に
製
造
・

販
売
量
が
増
え
、
そ
の
動
き
は
地
方
に
も
飛

び
火
し
て
い
き
ま
し
た
。

当
時
、
使
用
さ
れ
て
い
た
絵
柄
は
、
観
光

名
所
や
美
人
画
の
類

た
ぐ
い
が
中
心
で
し
た
が
、
日

露
戦
争
を
契
機
に
そ
の
様
相
も
変
わ
っ
て
い

き
ま
す
。

◆
絵
葉
書
ブ
ー
ム
◆

日
露
戦
争
の
最
中
、
国
威
発
揚
の
た
め
、

逓
信
省

て
い
し
ん
し
ょ
うが

発
行
し
た
戦
役
記
念
絵
葉
書
は
全

部
で
一
三
種
類
。
全
国
で
あ
っ
と
い
う
間
に

売
り
切
れ
が
続
出
す
る
大
ブ
ー
ム
を
巻
き
起

こ
し
ま
し
た
。
戦
勝
に
酔
い
し
れ
て
い
た
国

民
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
し
た
結
果
で
し
た
が
、

何
よ
り
戦
場
の
光
景
を
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
で

リ
ア
ル
に
伝
え
た
こ
と
が
新
鮮
で
し
た
。
以

後
、
戦
争
や
軍
隊
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
の

他
、
様
々
な
事
件
や
災
害
を
テ
ー
マ
に
し
た

も
の
、
華
や
か
な
皇
室
行
事
を
扱
っ
た
報
道

的
絵
葉
書
が
登
場
し
、
単
な
る
土
産
や
郵
便

物
の
水
準
を
超
え
た
、
メ
デ
ィ
ア
と
同
様
の

内
容
を
も
っ
た
も
の
も
現
れ
ま
し
た
。

◆
高
知
県
内
の
絵
葉
書
事
情
◆

先
に
述
べ
た
絵
葉
書
ブ
ー
ム
で
す
が
、
本

県
で
も
、
新
興
富
裕
層
や
大
都
市
の
情
報
に

精
通
し
て
い
る
知
識
人
な
ど
が
流
行
の
絵
葉

書
を
買
い
求
め
て
い
た
形
跡
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
日
露
戦
争
に
従
軍
し
て
い
た
兵
士
が

絵
葉
書
を
使
っ
て
県
内
の
家
族
な
ど
に
宛
て

た
も
の
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
か
な

り
の
反
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

本
県
で
私
製
絵
葉
書
が
恒
常
的
に
製
作
さ

れ
る
の
は
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら

推
測
す
る
と
明
治
四
〇
年
前
後
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

戦
前
、
県
内
各
地
で
絵
葉
書
を
製
造
・
販

売
し
て
い
た
の
は
、
主
に
書
店
・
写
真
館
・

土
産
物
屋

(

雑
貨
商)

の
三
つ
に
大
別
さ
れ

ま
す
。
都
市
部
の
印
刷
業
者
・
絵
葉
書
店
の

刺
激
を
受
け
て
、
序
々
に
製
作
す
る
よ
う
に

な
り
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
そ
の
ジ
ャ

ン
ル
を
広
げ
て
い
き
ま
し
た
。

た
だ
、
美
術
作
品
や
美
人
画
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
絵
葉
書
は
、
都
市
部
の
業
者
の
独
壇

場
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
本
県
の
業
者
は
、

主
に
室
戸
岬
や
高
知
城
、
龍
河
洞
に
桂
浜
と

い
っ
た
観
光
客
目
当
て
の
土
産
用
絵
葉
書
と
、

近
代
化
の
過
程
で
行
わ
れ
た
各
種
の
イ
ベ
ン

ト
、
変
わ
り
ゆ
く
街
並
み
や
風
俗
を
捉と

ら

え
た

記
念
品
と
し
て
の
写
真
版
絵
葉
書
を
中
心
に

製
作
し
た
よ
う
で
す
。

◆
観
光
名
所
絵
葉
書
◆

観
光
名
所
を
テ
ー
マ
と
し
た
絵
葉
書
は
、

全
く
同
じ
構
図
の
も
の
が
多
数
み
ら
れ
ま
す
。

当
時
の

｢

売
れ
筋｣

だ
っ
た
も
の
に
、
藩
政

―２―
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期
か
ら
の
シ
ン
ボ
ル
高
知
城
の
景
観
を
収
め

た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
お
決
ま
り
の
追
手
門

側
か
ら
の
構
図
で
す
が
、
撮
影
さ
れ
た
年
代

や
製
作
業
者
が
異
な
る
と
、
同
じ
構
図
で
も

細
部
に
違
い
が
み
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
細

か
い
部
分
を
比
較
し
て
ゆ
く
の
も
絵
葉
書
の

楽
し
み
方
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

室
戸
岬
は
早
く
か
ら
観
光
名
所
と
し
て
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、｢

日
本
八
景｣

に
選

出
さ
れ
て
か
ら
一
気
に
知
名
度
が
あ
が
り
、

絵
葉
書
も
た
く
さ
ん
製
作
さ
れ
ま
し
た
。

室
戸
の
絵
葉
書
と
い
え
ば

｢

エ
ビ
ゼ
ン
商

店｣

。
御
子
孫
の
方
の
お
話
に
よ
れ
ば
、
エ

ビ
ゼ
ン
商
店
で
は
、
店
主
と
大
番
頭
自
ら
が

大
阪
か
ら
仕
入
れ
た
写
真
機
を
使
っ
て
撮
影

を
行
い
、
乾
板
を
和
歌
山
の
印
刷
屋
に
持
っ

て
い
っ
て
絵
葉
書
を
作
ら
せ
て
い
た
そ
う
で

す
。
室
戸
は
知
名
度
が
高
か
っ
た
だ
け
に
県

外
の
業
者
も
ど
ん
ど
ん
参
入
し
て
き
た
そ
う

で
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
写
真
を
絵
葉
書
に

使
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
記
念
品
と
し
て
の
絵
葉
書
◆

戦
前
、
絵
葉
書
を
製
作
し
て
い
た
業
者
の

多
く
は
、
観
光
土
産
用
の
絵
葉
書
ば
か
り
を

作
っ
て
い
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

皇
族
の
来
高
や
、
軍
国
主
義
的
教
育
を
実

践
す
る
学
校
。
帝
国
陸
軍
歩
兵
第
四
四
連
隊

の
演
習
風
景
な
ど
、
政
治
体
制
に
翼
賛
的
な

絵
葉
書
も
作
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
高
知
市
内
の
建
物
の
落
成
や
架
橋
・

開
通
記
念
と
い
っ
た
数
々
の
記
念
行
事
の
際

に
、
関
係
者
向
け
に
配
ら
れ
る
記
念
絵
葉
書

も
か
な
り
製
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の

方
は
販
売
用
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す

が
、
受
注
量
も
多
く
商
売
と
し
て
は
十
分
成

り
立
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
タ
イ
プ
の
絵
葉
書
は
、
全
体
と
し
て

モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
印
刷
し
た
だ
け
の
地
味
な

も
の
が
多
く
、
都
会
の
絵
葉
書
の
よ
う
な
多

色
刷
り
や
手
彩
色
の
も
の
は
滅
多
に
あ
り
ま

せ
ん
。
美
し
さ
や
華
や
か
さ
が
な
い
分
、
か

え
っ
て
和
洋
折
衷
の
街
並
み
や
建
物
の
趣
が

伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

戦
前
、
市
内
交
通
の
要
衝

よ
う
し
ょ
う
と
い
え
ば

｢

は

り
ま
や
橋
交
差
点｣

と

｢

浦
戸
桟
橋｣

で
し

た
。
現
在
、
残
念
な
が
ら
桟
橋
の
方
は
た
だ

の
通
過
点
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
は

り
ま
や
橋
付
近
の
賑
わ
い
は
昔
の
ま
ま
で
す
。

高
知
市
街
に
軌
道
が
敷
設
さ
れ
、
電
車
が

走
り
出
す
と
、
近
代
化
を
象
徴
す
る
も
の
と

し
て
、
多
く
の
絵
葉
書
業
者
が
電
車
の
走
る

風
景
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
会
で
は
、
絵
葉
書
の
な
か
の
風
景
を
三
〇
箇

所
近
く
選
び
出
し
、
現
在
と
の
対
比
展
示
を
行
い
ま
す
。
私

達
学
芸
員
と
ご
協
力
い
た
だ
い
た
調
査
員
が
ど
れ
だ
け
当
時

の
撮
影
ポ
イ
ン
ト
に
立
て
た
か
注
目
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

電
車
は
走
り
出
し
た
も
の
の
、
依
然
陸
の

孤
島
状
態
で
あ
っ
た
本
県
。
昭
和
一
〇
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
国
鉄
土
讃
線
が
全
線
開
通

し
ま
し
た
。

南
国
土
佐
大
博
覧
会
は
、
こ
の
土
讃
線
開

通
を
記
念
し
て
昭
和
一
二
年
に
行
わ
れ
、
大

変
な
賑
わ
い
を
見
せ
ま
し
た
。
絵
葉
書
業
者

も
滅
多
に
な
い
大
イ
ベ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
、

総
力
を
結
集
し
て
写
真
撮
影
を
行
い
、
派
手

な
意
匠
を
施
し
た
記
念
絵
葉
書
セ
ッ
ト
を
販

売
し
ま
し
た
。

―３―
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◆
記
録
写
真
と
し
て
の
絵
葉
書
◆

一
方
、
藩
政
期
さ
な
が
ら
の
風
景
や
生
業

に
こ
だ
わ
っ
た
も
の
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
三
、
四
〇
年
代
に
は
、
ア
マ
チ
ュ
ア

カ
メ
ラ
マ
ン
ら
に
よ
る
撮
影
会
も
行
わ
れ
て

い
た
本
県
。
現
在
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
的
な
視

点
で
撮
影
を
行
い
、
そ
れ
を
自
ら
絵
葉
書
に

し
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
の
で
す
。

彼
等
の
多
く
は
高
知
市
郊
外
、
ま
た
は
郡

部
で
多
く
の
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
郡
部
に
は
藩
政
期
の

面
影
を
遺
し
た
地
域
が
た
く
さ
ん
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
ま
た
、
生
業
を
テ
ー

マ
と
し
た
写
真
も
撮
影
さ
れ
ま
し
た
。

漁
業
や
林
業
が
比
較
的
多
く
、
特
に

漁
業
で
は
、
捕
鯨
や
鮪

ま
ぐ
ろ
・
鰹
か
つ
お
・
鰤ぶ
り

・

サ
ン
ゴ
漁
な
ど
が
散
見
さ
れ
ま
す
。

水
産
加
工
業
で
は
、
鰹
節
製
造
を
捉
え
た
も

の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
貴
重
な
の
で
す
が
、

撮
影
上
の
制
約
の
せ
い
か
、
よ
く
み
る
と
い

わ
ゆ
る

｢

ヤ
ラ
セ｣

っ
ぽ
い
も
の
も
あ
り
ま

す
。こ

れ
ら
の
伝
統
産
業
や
、
集
落
景
観
を
収

め
た
写
真
の
一
部
は
絵
葉
書
業
者
に
も
買
い

取
ら
れ
、
記
念
絵
葉
書
に
使
用
さ
れ
た
も
の

も
あ
り
ま
し
た
。

と
て
も

｢

売
れ
筋｣
と
は
思
え
な
い
こ
の

種
の
絵
葉
書
が
作
ら
れ
た
背
景
に
は
、
変
わ

り
ゆ
く

｢

今｣

を
遺
し
た
い
と
い
う
、
作
り

手
と
買
い
手
双
方
の
ニ
ー
ズ
と
、
明
治
以
来
、

一
環
し
て
行
わ
れ
て
き
た
郷
土
教
育
、
愛
郷

精
神
の
涵か
ん

養よ
う

が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃

せ
ま
せ
ん
。

絵
葉
書
に
は
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
々

の

｢

時
代
観｣

が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

◆
郵
便
事
業
の
歴
史
◆

展
示
室
内
に
は
、
明
治
時
代
の
郵
便
局
の

窓
口
を
復
元
し
ま
す
。
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

郵
政
資
料
館
か
ら
葉
書
や
郵
便
事
業
の
歴
史

を
紹
介
し
た
写
真
パ
ネ
ル
を
お
借
り
し
て
展

示
し
ま
す
。
ま
た
、
明
治
時
代
の
郵
便
外
務

員
の
制
服

(

複
製)

な
ど
も
展
示
し
ま
す
の

で
、
絵
葉
書
ブ
ー
ム
の
背
景
に
あ
っ
た
郵
便

事
業
の
発
達
に
つ
い
て
も
ご
観
覧
い
た
だ
け

ま
す
。

◆
聞
く
・
見
る
・
作
る
絵
葉
書
イ
ベ
ン
ト
◆

絵
葉
書
展
を
ご
覧
に
な
っ
て
、｢

も
っ
と

深
く
絵
葉
書
の
こ
と
を
知
り
た
い
！｣

と
思

わ
れ
る
方
に
は
、
れ
き
み
ん
講
座

｢

絵
葉
書

の
歴
史｣

や
展
示
室
ト
ー
ク
な
ど
を
ご
用
意

し
て
い
ま
す
。
担
当
学
芸
員
が
絵
葉
書
の
魅

力
を
た
っ
ぷ
り
お
話
し
ま
す
。

中
で
も
一
〇
月
一
八
日
の
座
談
会

｢

絵
葉

書
の
中
の
風
景
を
語
る－

土
佐
の
明
治
・
大

正
・
昭
和－

｣

は
、
土
佐
を
隈く
ま

な
く
歩
い
て

き
た
民
俗
調
査
の
達
人
、
前
館
長
の
坂
本
正

夫
氏
と
、
土
佐
の
文
化
財
行
政
に
情
熱
を
注

ぐ
館
長
・
宅
間
一
之
が
土
佐
の
風
景
の
移
り

変
わ
り
を
、
数
百
枚
の
絵
葉
書
を
も
と
に
熱

く
語
り
合
い
ま
す
。

ま
た
、
葉
書
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、

｢

虫
く
い
は
っ
ぱ
の
花
展－

白
川
基
子
作
品

展－
｣

の
同
時
開
催
を
企
画
し
ま
し
た
。

｢

葉
っ
ぱ
の
白
川
さ
ん｣

こ
と
白
川
基
子
さ

ん
の
葉
書
を
展
示
し
ま
す
。

白
川
さ
ん
は
き
れ
い
な
花
び
ら
で
は
な
く

葉
っ
ぱ
、
し
か
も
虫
く
い
の
あ
る
葉
っ
ぱ
を

作
品
の
素
材
に
選
び
ま
し
た
。
虫
く
い
葉
っ

ぱ
の
よ
う
な
、
完
全
で
は
な
く
欠
け
た
も
の

に
宿
る
美
に
こ
そ
惹ひ

か
れ
る
方
な
の
で
し
ょ

う
。
そ
ん
な
白
川
さ
ん
が
作
る
葉
書
は
何
と

も
趣
お
も
む
きが

あ
り
、
可か

憐れ
ん

で
繊
細
で
す
。

牛
乳
パ
ッ
ク
か
ら
一
枚
一
枚
葉
書
を
手
で

漉す

き
、
無
心
に
な
っ
て
葉
っ
ぱ
を
貼
っ
て
い

る
と
、
い
つ
の
間
に
か
花
に
な
っ
た
り
魚
に

な
っ
た
り
…
自
然
に
形
が
現
れ
て
く
る
そ
う

で
す
。
白
川
さ
ん
が
葉
書
に
葉
っ
ぱ
で
咲
か

せ
た
花
を
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。
白
川
さ

ん
は
一
一
月
九
日
に
虫
く
い
葉
っ
ぱ
を
は
り

つ
け
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
葉
書
を
作
る
ワ
ク
ワ
ク

ワ
ー
ク

｢

虫
く
い
は
っ
ぱ
で
は
が
き
を
作
ろ

う
！｣

の
指
導
も
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
武
吉
孝
夫
さ
ん
の
茅
葺
き
民
家

の
写
真
展

(

次
頁
参
照)

も
同
時
開
催
す
る

な
ど
、
絵
葉
書
展
は
盛
り
沢
山
で
す
。
多
く

の
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

―４―
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茅
屋
根
の
葺
き
替
え
は
テ
レ
ビ
な
ど
の
映

像
で
み
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
生
で
見
る
機

会
は
な
か
な
か
無
い
で
す
ね
。
し
か
し
、
本

年
一
一
月
に
は
歴
民
館
の
屋
外
展
示
、
味
元

家
住
宅
で
葺
き
替
え
作
業
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
茅
葺
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
絵
葉
書
展

の
ダ
ブ
ル
関
連
企
画
と
し
て

｢

茅
葺
き
民
家

の
あ
る
風
景－

武
吉
孝
夫
撮
影－

｣

を
フ
リ
ー

ス
ペ
ー
ス
に
て
開
催
し
ま
す
。
今
や
珍
し
く

な
っ
た
茅
葺
き
民
家
が
み
え
る
な
つ
か
し
い

風
景
を
、
四
万
十
町
に
お
住
ま
い
の
写
真
家
、

武
吉
孝
夫
さ
ん
が
撮
影
し
た
写
真
に
よ
っ
て

紹
介
し
ま
す
。

茅
葺
き
屋
根
に
降
り
積
む
北
国
と
見
ま
が

う
雪
に
は
驚
か
さ
れ
、
民
家
に
暮
ら
す
人
び

と
の
表
情
に
は
胸
が
熱
く
な
り
ま
す
。

武
吉
さ
ん
の
写
真
集

『

津
野
山
郷』

へ
の

未
掲
載
写
真
は
初
公
開
で
す
。
昭
和
五
〇
年

代
に
梼
原
町
で
行
わ
れ
た
村
人
総
出
の
茅
葺

き
普
請
が
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
歴
民

で
実
際
に
行
わ
れ
る
葺
き
替
え
と
比
べ
て
み

て
も
面
白
い
で
す
よ
。
ま
た
、｢

い
つ
も
は

人
の
営
み
を
追
い
か
け
て
、
泥
臭
い
写
真
を

好
ん
で
撮
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
今
回
は
ソ
フ

ト
に
い
く
か
ら
ね｣
と
、
武
吉
さ
ん
。
詩
情

あ
ふ
れ
る
民
家
の
写
真
展
で
す
。

(

中
村)

岡
豊
城
の
国
史
跡
指
定
は
、
本
県
に
と
っ

て
は
佐
川
町
不
動
ヶ
岩
屋
洞
穴
遺
跡
の
指
定

以
来
三
十
年
ぶ
り
の
こ
と
、
文
化
財
保
護
の

上
か
ら
は
近
年
最
大
の
慶
事
で
あ
り
、
県
民

の
関
心
も
話
題
性
も
高
い
。

天
守
そ
び
え
る
近
世
の
城
は
、
現
代
の
都

市
で
は
象
徴
的
存
在
で
観
光
資
源
と
も
な
っ

て
い
る
が
、
中
世
の
城
は
、
名
は
あ
っ
て
も

｢

何
も
な
い｣

。
し
か
し
、
城
研
究
の
上
か
ら

は
宝
庫
で
あ
る
。
岡
豊
城
も
長
宗
我
部
氏
の

居
城
で
、
桜
の
名
所
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
城
本
来
の
歴
史
的
な
意
味

は
あ
ま
り
知
ら
れ
ず
、
人
々
の
関
心
も
い
ま

ひ
と
つ
で
あ
る
。

城
は

｢

土
の
城｣

か
ら

｢

石
の
城｣

へ
と

変
化
発
展
す
る
。
戦
国
時
代
を
生
き
抜
く

｢

戦
う
城｣

か
ら
、
近
世
太
平
の
世
の

｢

見

せ
る
城｣

へ
の
変
化
で
あ
る
。
そ
の
過
渡
期

に
織
田
・
豊
臣
の
政
権
が
あ
る
。
こ
の
期
の

城
を
織
豊

し
ょ
く
ほ
う

系
城
郭
と
呼
ぶ
が
、
岡
豊
城
は
当

時
の
特
色
を
よ
く
備
え
た
城
で
あ
る
。
近
世

の
城
郭
に
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
中
世
の
城
と

も
違
う
技
が
あ
り
構
え
が
あ
っ
て
、
人
々
を

魅
了
す
る
。

土
佐
に
は
七
〇
〇
を
超
す
中
世
城
館
が
あ

る
。
な
か
で
も
安
芸
市
の
安
芸
城
、
高
知
市

の
朝
倉
城
に
吉
良
城
、
津
野
町
の
姫
野
々
城

に
中
土
佐
町
の
久
礼
城
、
い
ず
れ
も
岡
豊
城

に
劣
ら
ぬ
遺
構
を
残
し
て
人
々
を
待
っ
て
い

る
。
岡
豊
城
を
拠
点
に
こ
れ
ら
土
佐
の
中
世

城
跡
を
め
ぐ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
城
は
乱
世
を

生
き
た
先
人
の
し
た
た
か
さ
を
語
り
、
同
時

に
未
来
へ
漕
ぎ
出
す
知
恵
と
勇
気
も
与
え
て

く
れ
る
。

｢

土
佐
戦
国
の
城
回
廊｣

構
想
実
現
へ
の

の
夢
は
広
が
る
。

―５―
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初
夏
の
休
日
、
久
し
ぶ
り
の
晴
れ
間
が
覗
き
ま
し
た
。
文

化
財
関
係
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
友
人
と
文
化
財
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
午
前
中
に
参
加
。
午
後
は
、
土
佐
考
古
学
上
著
名
な
弥

生
遺
跡
を
散
策
し
な
が
ら
帰
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
田
園

風
景
と
初
夏
の
匂
い
を
楽
し
み
な
が
ら
の
遺
跡
探
訪
、
し
ば

ら
く
す
る
と
昭
和
の
風
景
が
少
し
残
っ
て
い
る
家
並
み
を
発

見
。
そ
の
場
所
で
、
遺
跡
の
立
地
す
る
谷
の
斜
面
の
写
真
を

熱
心
に
撮
影
し
て
い
る
と
近
所
の
人
が
気
さ
く
に
声
を
か
け

て
く
れ
ま
し
た
。
事
情
を
説
明
す
る
と

｢

こ
の
谷
か
ら
そ
ん

な
も
の
で
て
き
た
の
で
す
か｣

と
驚
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
谷
の
地
名
は
、
神
の
字
が
つ
く
と
そ
の
方
は
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。

｢

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
遺
跡
が
ね｣

と
世
間
の
人
々
は
、
驚

く
の
で
す
。
つ
い
最
近
の
昭
和
の
こ
と
さ
え
、
意
外
と
記
憶

さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
ま
し
て
や
先
人
が
地
下
に
残
し
た

足
跡
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
え
ば
最
近
、

村
井
実
氏
の

｢｢

路
上
遺
跡｣

探
訪
の
ス
ス
メ｣

(
『

東
京
の

遺
跡』

№
88)

と
い
う
文
章
を
読
み
、
か
の
有
名
な
歌
に
出

て
く
る
東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
駅
前
地
下
広
場
に
、
南
町

奉
行
所

(

大
岡
越
前
守
役
宅)

跡
出
土
の
木
槽
の
実
物
と
木

札
の
レ
プ
リ
カ
の
展
示
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
東
京

に
は
こ
の
よ
う
な
路
上
遺
跡
と
も
称
す
る
事
が
で
き
る
も
の

が
い
く
つ
か
あ
る
よ
う
で
す
。
運
動
を
か
ね
た
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
に
、
遺
跡
や
史
跡
を
探
訪
す
る
こ
と
を
と
り
い
れ
た
ら
楽

し
く
歩
け
る
の
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
う
一
つ
昔
の
風
景

写
真
と
比
較
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
を
加
え
る
と
よ
り
深
く
探

訪
で
き
そ
う
で
す
。

(

岡
本)

国
指
定
史
跡
と
な
っ
た
岡
豊
城
跡
。
そ
の
岡
豊
山
に
立
地

す
る
当
館
の
活
動
に
も
今
ま
で
以
上
に
関
心
が
高
ま
っ
て
き

て
い
る
よ
う
で
す
。

岡
豊
城
主
・
長
宗
我
部
氏
の
資
料

(

古
文
書
・
美
術
工
芸

品)

に
関
す
る
研
究
は
、
少
し
ず
つ
で
す
が
前
進
し
て
き
て

お
り
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
研
究
成
果
は
、
企
画
展
や
特
別
展

と
い
っ
た
形
で
公
開
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

た
だ
、
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て

い
る
史
料
の
多
く
が
断
片
的
な
も
の
で
あ
り
、
政
治
・
軍
事
・

経
済
・
宗
教
政
策
等
の
表
面
的
な
部
分
し
か
み
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
、
高
知
市
史
編
さ
ん
委
員
会
の
仲
介
を
経
て
、
当
館

に
寄
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
吸
江
寺
文
書
は
、
足
利
将
軍

家
や
土
佐
国
守
護
細
川
氏
一
族
か
ら
の
文
書
を
は
じ
め
、
寺

領
荘
園
関
係
・
法は
っ

度と

な
ど
、
中
世
土
佐
に
お
け
る
禅
宗
寺
院

の
実
力
を
知
る
第
一
級
史
料
群
で
す
。

細
川
氏
に
仕
え
、
寺
奉
行

(

俗
別
当

ぞ
く
べ
っ
と
う)

と
し
て
、
代
々
吸

江
庵
領

(

荘
園)
の
管
理
・
運
営
に
あ
た
っ
て
き
た
長
宗
我

部
氏
三
代(

国
親
・
元
親
・

盛
親)

か
ら
の
文
書
も
あ

り
、
同
氏
が
他
の
国
人
を

圧
倒
で
き
た
理
由
の
一
端

を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
館
で
は
、
こ
れ
か
ら
も

関
係
者
の
ご
期
待
に
添
え

る
よ
う
、
研
究
活
動
等
に

努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

(

野
本)

今
秋
、
茅
屋
根
の
葺
き
替
え
を
す
る
当
館
の
民
家

(

旧
味

元
家)

で
か
つ
て
行
な
わ
れ
て
き
た
行
事
を
再
現
で
き
な
い

か
と
、
一
昨
年
か
ら
民
家
の
あ
っ
た
津
野
町
の
年
中
行
事
調

査
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

写
真
１
は
、
津
野
町
力
石
地
区
の
盆
の
飾
り
。
仏
壇
で
は

な
く
、
戸
棚
に
位
牌
を
祀ま
つ

っ
て
い
る
の
が
古
風
で
す
。
そ
の

両
脇
に
、
栗
や
柿
の
枝
、
ト
ウ
キ
ビ
、
田
芋
、
ソ
ウ
ハ
ギ
な

ど
を
飾
っ
て
い
ま
す
。
両
側
の
丸
い
物
は
オ
カ
ガ
ミ
と
言
っ

て
う
ど
ん
粉
の
餅
を
フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
い
た
も
の
で
す
。

写
真
２
は
、
同
じ
地
区
の
高
ボ
チ

(

高
ボ
テ)

で
す
。
夕

方
日
が
暮
れ
る
と
、
高
い
竹
を
立
て
て
松
明
に
火
を
と
も
し

ま
し
た
。
県
内
で
は
行
な
っ
て
い
る
所
は
少
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
こ
の
付
近
で
は
今
も
続
け
て
い
る
家
が
結
構
あ
り
ま

す
。
ま
ぼ
ろ
し
の
行
事
を
、
こ
う
し
て
実
際
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
驚
き
を
感
じ
て
い
ま
す
。

(

梅
野)

� � � � � � � �
�

�
�

�
�

�

吸
江
寺

ぎ
ゅ
う
こ
う
じ

文
書
が
寄
託
さ
れ
ま
し
た

茅
葺
き
民
家
・
味み

元も
と

家
の
ふ
る
さ
と

��
��

��
��

��
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史
跡
・
遺
跡
散
策

写真１ 盆の飾り写真２ 高ボチ

長宗我部覚世(国親)裁許状 吸江庵納所禅師宛 弘治2年



当
館
の
屋
外
展
示
の
味
元
家
住
宅
の
、
茅

葺
屋
根
を
一
一
月
に
葺
き
替
え
し
ま
す
。
長

年
の
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
傷
み
も
は
げ
し
く

な
り
、
茅
を
全
面
葺
き
替
え
ま
す
。
こ
れ
に

あ
わ
せ
て
こ
の
葺
き
替
え
作
業
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
や
葺
き
替
え
体
験
の
参
加
者
を
募
集
い
た

し
ま
す
。

茅
葺
屋
根
の
住
宅
を
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な

く
な
っ
た
現
在
、
茅
の
葺
き
替
作
業
を
間
近

で
見
て
、
体
験
で
き
る
絶
好
の
機
会
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
一
一
月
は
岡
豊
山
に
お
い
で
下
さ

い
。
詳
細
は
当
館
Ｈ
Ｐ
や
当
館
受
付
の
案
内

チ
ラ
シ
を
ご
覧
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
皆
様
の
ご
協
力
・
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

当
館
の
宅
間
館
長
の
案
内
史
跡
解
説
に
よ

る
、
岡
豊
山
近
辺
の
史
跡
巡
り
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
を
開
催
し
ま
す
。

｢

花
・
人
・
土
佐
で
あ
い
博｣

の
協
賛
事

業
と
し
て
、
十
一
月
二
日

(

日)

と
九
日

(

日)

に
、
岡
豊
コ
ー
ス
・
国
府
コ
ー
ス
に

分
け
て
行
い
ま
す
。
両
コ
ー
ス
と
も
約
七
㎞

前
後
で
、
昼
食
に
は
野
趣
溢あ
ふ

れ
る
岡
豊
苑

｢

御
狩
り
場
御
膳｣

が
付
き
ま
す
。
参
加
費

は
昼
食
込
み
で
岡
豊
コ
ー
ス
が
二
、
四
〇
〇

円
、
国
府
コ
ー
ス
が
二
、
八
〇
〇
円
で
す
。

お
申
し
込
み
方
法
や
詳
し
い
内
容
は
、
で
あ

い
博
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
ご
参
照
い
た
だ
く
か

当
館
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

本
紙
前

(

六
四)

号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た

コ
ン
テ
ス
ト
の
入
賞
作
品

(

優
秀
賞)

二
点

の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

応
募
作
品
は
す
べ
て
、
当
館
一
階
の
ミ
ニ

ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
展
示
さ

せ
て
い
た
だ
き
、
来
館
者
の
好
評
を
博
し
ま

し
た
。
来
年
度
も
桜
の
季
節
に｢

岡
豊
山
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト｣

を
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、

皆
様
の
作
品
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

当
館
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す

｢

食
の
こ
こ

ろ｣

講
座
も
三
年
目
と
な
り
、
毎
回
定
員
一

杯
の
受
講
生
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き

開
講
以
来
一
、
四
〇
〇
余
名
の
参
加
者

(

八

月
末)

を
数
え
、
当
館
の
名
物
講
座
と
な
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

毎
回
、
県
内
各
地
域
の
食
文
化
を
当
館
で

再
現
・
提
供
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た

が
、
本
年
度
は
こ
ち
ら
か
ら
県
内
各
地
域
へ

受
講
生
の
皆
様
と
一
緒
に
出
か
け
て
、
食
の

現
場
・
産
地
に
触
れ
て
み
よ
う
と
い
う
企
画

を
行
い
ま
す
。

｢

食
の
こ
こ
ろ｣

に
行
動(

ア
ク
シ
ョ
ン)

と
い
う
調
味
料
を
プ
ラ
ス
し
た

｢

食
の
故
郷

(

ふ
る
さ
と)｣

出
張
講
座
と
題
し
て
、
県
内

各
地
を
訪
れ
ま
す
。

記
念
す
べ
き
第
一
回
目
の
訪
問
先
は
、
十

月
十
九
日

(

日)

の
大
豊
町
で
す
。

大
豊
町
は
国
宝
の
豊ぶ

楽ら
く

寺じ

薬
師
堂
や
国
指

定
建
造
物
の
旧
立た
じ

川か
わ

番
所
書
院
を
有
す
る
歴

史
溢
れ
る
町
で
、
地
産
地
消
活
動
に
よ
る
町

興お
こ

し
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
、
と
て
も
元
気

な
町
で
す
。

来
年
三
月
に
は
、
北
川
村
へ
の

｢

食
の
故

郷｣

出
張
講
座
を
予
定
し
て
お
り
、
年
に
数

回
は
歴
民
館
を
飛
び
出
し
て
、
皆
様
と
一
緒

に

｢

食
の
故
郷

(

ふ
る
さ
と)｣

を
訪
ね
た

い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

―７―
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郷
土
の
食
を
語
る
・
味
わ
う

食
の
こ
こ
ろ
か
ら
、
食
の
ふ
る
さ
と
へ

土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
地
区

カ
ル
チ
ャ
ー
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

山
村
民
家
茅
葺
き
屋
根

葺
き
替
え
作
業

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

入
賞
作
品
の
ご
紹
介
Ⅱ

優
秀
賞

｢

陽
春｣

野
島
哲
博
様

優
秀
賞

｢

朱
華｣

渡
部
忠
男
様

館航空写真 まほろば地区

一
九
九
〇
年
味
元
家
移
築
時
の
茅
葺
き
作
業
の
様
子
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岡
豊
風
日

(

お
こ
う
ふ
う
じ
つ)

第
65
号

平
成
二
〇
年
九
月
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
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－移ろいゆく時

と

代
き

の記憶－�
平成20年9月26日(金)～11月24日(祝･月)

明治から昭和初期において､ 絵葉
書はその時代・世相を映し出すメディ
アの役割を果たしていました｡ 今秋､
当館の館蔵資料の他､ 県内のコレク
ターなどからお借りした絵葉書約500
枚が歴民館に勢揃いします｡ 観光地
の単なる土産としてではなく､ 近代
史の資料としてご観覧いただくと楽

しみも倍増します｡ また､ 明治期の郵便局窓口を復元し､ 戦前の
郵便事業を紹介するコーナーも設置します｡ ご期待ください｡

○口座番号 01610－2－38806
○加入者名 高知県立歴史民俗資料館

企画
展

記念グッズと図書のご案内
�������	�
��

��������������
�������

10月18日(土) 14:00～15:30

��������	
��������������
�������	
��������
��

10月25日(土) 14:00～15:30��������
��������

9月27日(土)・11月15日(土) いずれも土曜日13:00～14:00

��������

11月9日(日) 13:30～16:00 ����������
 �!"#�
�������	

10月4日(土) ｢阿波の史跡と四国霊場｣ 9月18日申込締切

11月1日(土) ｢今治周辺の史跡めぐり｣ 10月17日申込締切

11月16日(日) ｢津野町高野の津野山古式神楽｣ 10月27日申込締切
��� !"#$%&�'() *!+,-./0

12345�6789:;<=>?0

11月2日(日) 10:00～15:40頃 西周りコース
11月9日(日) 8:30～15:00頃 東周りコース

10月19日(日) ｢出張講座大豊町食の故郷(ふるさと)｣
@AB8CD�EEFG�HIJ0KLM�NOPQR�STU6�

V�WXYZN[#\]U^_`ab?0cD8KLM�defg

#hij=k*lmin/h-o>?0pqAArXs�tuvwb?0

 !x yzx  !45�6789:

{B@A|}= !~��� ��8)�/7���./0

11月23日(日) 14:00～17:00 ｢琴と尺八･三味線の演奏｣
^�b��?]������a��).�/�b?0

���������������

座 談 会

数少ない長宗我部氏の遺品が切手になりまし
た｡ お馴染みの元親の画像の他､ 愛用の兜､ 漆
椀｡ 長男信親の筆といわれる水墨画｡ 四男盛親
の遺品も揃っています｡ 各資料の説明書もセッ
トで1,500円｡ 絵葉書展開催にあわせて1,000シー
トのみの限定販売ですので､ 是非この機会にお
買い求めください｡ 通信販売もいたします｡ 詳
しくは当館のホームページをご覧ください｡

Ａ4版 112頁 定価1200円 送料290円

Ａ4版 63頁 定価450円 送料290円

Ａ4版 122頁 定価750円 送料290円

定価300円 送料140円

企画展図録

�� !"#$%&' (

研究紀要･収蔵資料目録

�)*+,-	./0123456(789:

新刊パンフレット;����<

�=>01?@78AB CDEFGH01?@I
J-	KLMNOPQRST(

次 回 企 画 展 の 予 告
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平成20年12月19日 (金 )～平成21年3月1日 (日 )

当館の収集した民俗資料の中から日常のくらしに使われてき
た民具を展示します｡

電話かeメールでお申し込み下さい 先着80名

れきみん講座

展示室トーク  ! x ¡�fx

ワクワクワーク

史跡めぐり

電話かeメールでお申し込み下さい｡ 先着100名

高知の食文化を味わう～食のこころ～

電話かeメールでお申し込み下さい｡ 定員先着30名

岡豊山の音楽会  ! x ¡�fx

土佐のまほろばカルチャーウォーキング 電話かFaxでお申し込み下さい｡ 先着各30名


