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ブ
リ
キ
の
お
も
ち
ゃ

ブ
リ
キ
と
は
、
薄
鉄
板
を
ス
ズ
で
メ
ッ
キ

し
た
鋼
板
の
こ
と
で
あ
る
。
語
源
は
、
オ
ラ

ン
ダ
語
の
ブ
リ
ク
（blik

）
と
い
わ
れ
、
ブ

リ
ク
は
葉
鉄
と
訳
さ
れ
、
薄
い
板
を
意
味

し
て
い
る
。
日
本
金
属
玩
具
史
編
纂
委
員

会
『
日
本
金
属
玩
具
史
』（
昭
和
三
五
年
・

一
九
六
〇
）
に
よ
る
と
、
幕
末
に
は
、
外
見

の
様
相
か
ら
光
り
板
と
呼
称
さ
れ
た
。
明
治

時
代
に
な
る
と
英
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
薄
板
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ま
た
、
英
語
のtinplate

を
そ
の
ま
ま
発

音
ど
お
り
用
い
て
チ
ン
プ
レ
ー
ト
と
も
呼
ん

だ
。
そ
の
後
、
中
国
風
に
鉄
葉
と
書
き
ブ
リ

キ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
。
ブ
リ
キ
は
毒
性
の
少
な
い
こ
と
か
ら
缶

詰
の
缶
な
ど
の
食
品
用
の
容
器
に
も
用
い
ら

れ
た
。
明
治
時
代
の
初
期
に
は
ラ
ン
プ
の
石

油
缶
を
利
用
し
て
ブ
リ
キ
玩
具
が
造
ら
れ
始

め
た
。

終
戦
後
は
、
輸
入
食
料
の
見
返
り
物
資

の
一
つ
と
し
て
、
玩
具
の
生
産
が
始
ま
っ

た
。
玩
具
類
に
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
で
「
メ

イ
ド
・
イ
ン
・
オ
キ
ュ
パ
イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
」

（M
ade　

in　

O
ccupied　

Japan

）「
占
領

下
の
日
本
製
」
の
英
文
文
字
を
冠
し
輸
出
さ

れ
た
。
そ
こ
に
は
敗
戦
国
の
玩
具
生
産
の
姿

が
あ
っ
た
。
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
の

玩
具
輸
出
額
は
セ
ル
ロ
イ
ド
製
品
が
一
位
で

あ
っ
た
が
、
昭
和
二
四
年
に
は
陶
磁
製
品
と

金
属
製
品
が
首
位
を
占
め
た
（
斎
藤
良
輔

『
昭
和
玩
具
文
化
史
』
一
九
七
八
年
に
よ
る
）。

ま
た
、
ブ
リ
キ
の
お
も
ち
ゃ
は
、
進
駐
軍

の
空
き
缶
を
再
利
用
し
て
造
ら
れ
た
。
写
真

の
ブ
リ
キ
の
車
は
、
進
駐
軍
の
空
き
缶
で
は

な
い
が
、
転
用
さ
れ
た
ブ
リ
キ
の
痕
跡
を
と

ど
め
て
い
る
。
車
は
一
見
綺
麗
な
仕
上
げ
が

な
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
子
ど
も
な
ら
手
を

切
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
部
分
も
あ
る
。
車
体

は
ボ
デ
ィ
・
窓
部
分
と
屋
根
・
シ
ー
ト
な
ど

の
内
装
、
車
底
の
部
分
、
バ
ン
パ
ー
、
タ

イ
ヤ
な
ど
の
パ
ー
ツ
に
分
か
れ
造
ら
れ
て
い

る
よ
う
だ
。
本
体
は
、
分
解
し
な
い
と
わ
か

ら
な
い
が
、
屋
根
の
内
面
に
は
転
用
前
の
塗

装
が
若
干
残
っ
て
お
り
、
他
の
ブ
リ
キ
製
品

を
用
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真
未
掲

載
）。
二
枚
目
の
写
真
は
、
ボ
デ
ィ
の
ラ
イ
ト

と
バ
ン
パ
ー
部
分
の
内
部
写
真
で
あ
る
が
、

内
面
に
緑
の
塗
装
が
み
え
て
い
る
。
森
永
製

品
の
ブ
リ
キ
缶
を
再
利
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
車
体
を
止
め
る
爪
も
み
え
て
い

る
。
た
か
が
「
お
も
ち
ゃ
」
と
笑
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
車
体
を
じ
っ
く
り
み
る
と

製
作
し
た
職
人
や
素
材
の
利
用
方
法
な
ど
、

お
も
ち
ゃ
を
め
ぐ
る
歴
史
の
一
齣こ
ま

が
垣
間
み

え
て
く
る
。

お
も
ち
ゃ
も
文
化
遺
産
の
一
つ
で
あ
る
。

当
館 

学
芸
課
長　

岡
本　

桂
典
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お
も
ち
ゃ
の
歴
史

お
も
ち
ゃ
は
主
と
し
て
子
ど
も
が
手
に
取

り
遊
ぶ
道
具
で
あ
る
が
、
本
来
は
子
ど
も
だ

け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
近
年
は

レ
ト
ロ
玩
具
が
人
気
を
呼
び
、
大
人
達
の
中

に
も
玩
具
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
。

「
お
も
ち
ゃ
」
と
い
う
言
葉
は
、
平
安
時
代

宮
中
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
も
ち
あ
そ
び
も

の
」
が
語
源
と
さ
れ
て
い
る
。
室
町
時
代
初

期
に
は
女に

ょ
う

房ぼ
う

詞こ
と
ば

（
宮
中
で
仕
え
る
女
官
が
衣

食
住
に
関
す
る
事
物
に
つ
い
て
用
い
た
一
種

の
隠
語
的
な
こ
と
ば
）
と
し
て
「
お
も
ち
あ
」

が
用
い
ら
れ
始
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。「
も

つ
」
と
い
う
言
葉
に
接
頭
語
と
接
尾
語
が
付

き
「
お
も
つ
や
」
と
な
り
、
さ
ら
に
音
便
化

さ
れ
「
お
も
ち
ゃ
」
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
江
戸
時
代
に
は
「
て
あ
そ
び
」「
も

ち
ゃ
そ
び
」
と
も
呼
ば
れ
手
玩
・
玩
物
と
書

か
れ
た
。
ち
な
み
に
玩
具
（
が
ん
ぐ
）
と
い

う
言
葉
は
、
日
露
戦
争
（
明
治
三
七
〜
三
八

年
・
一
九
〇
四
〜
〇
五
）
の
こ
ろ
に
、
明
治

政
府
に
よ
る
国
語
統
一
運
動
の
中
で
生
ま
れ

た
新
し
い
言
葉
で
あ
る
。

成
田
龍
一
氏
の
「
子
ど
も
と
玩
具
」（『
日

本
歴
史
館
』
一
九
九
三
年　

小
学
館
）
に

よ
れ
ば
、
中な

か

勘か
ん
す
け助

の
『
銀
の
匙さ

じ

』
に
は
自

分
の
幼
年
時
代
を
描
い
た
明
治
二
三
年

（
一
八
九
〇
）
こ
ろ
に
行
わ
れ
て
い
た
、
石
け

り
・
縄
跳
び
・
め
か
く
し
お
に
・
羽
子
板
な

ど
戸
外
で
の
遊
び
、
千
代
紙
・
に
ら
め
っ
こ
・

お
手
玉
な
ど
の
室
内
遊
び
、
そ
し
て
セ
ミ
取

り
・
釣
り
な
ど
自
然
の
中
で
の
遊
び
が
多
数

登
場
す
る
。
玩
具
は
、
紙
も
の
が
主
体
で
メ

ン
コ
も
登
場
し
た
。
紙
は
大
衆
的
で
長
も
ち

も
す
る
た
め
、
玩
具
の
材
料
と
さ
れ
た
。

こ
の
玩
具
の
様
相
に
大
き
な
変
化
を
も
た

ら
し
た
の
が
、
ブ
リ
キ
の
登
場
で
あ
る
。
ブ

リ
キ
は
す
で
に
一
八
七
〇
年
代
に
は
イ
ギ
リ

ス
か
ら
輸
入
さ
れ
は
じ
め
、
玩
具
の
世
界
に

広
が
っ
た
。
一
九
一
〇
年
頃
に
は
、
ブ
リ
キ

板
へ
の
印
刷
が
可
能
と
な
り
、
手
の
こ
ん
だ

ブ
リ
キ
玩
具
が
登
場
、
一
九
一
〇
〜
二
〇

年
に
は
ブ
リ
キ
の
玩
具
が
広
ま
り
は
じ
め

る
。
同
じ
頃
に
セ
ル
ロ
イ
ド
の
玩
具
も
普
及

し
始
め
、
重
要
な
輸
出
品
と
も
な
っ
た
。
な

お
、
ゴ
ム
ま
り
が
一
般
に
普
及
す
る
の
は
、

一
九
一
〇
年
こ
ろ
で
あ
る
。

玩
具
の
素
材
が
紙
や
木
か
ら
、
ブ
リ
キ
・

セ
ル
ロ
イ
ド
・
ゴ
ム
へ
と
種
類
が
増
え
る
と

玩
具
の
種
類
も
増
え
て
い
く
。
玩
具
は
当
初
、

縁
日
・
祭
礼
の
露
店
や
夜
店
、
駄
菓
子
屋

で
売
っ
て
い
た
。
一
九
一
〇
年
代
に
は
お
も

ち
ゃ
屋
か
ら
玩
具
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。

お
も
ち
ゃ
の
素
材
の
多
様
化
や
お
も
ち
ゃ

屋
の
存
在
が
、
子
ど
も
世
界
に
一
つ
の
変
化

を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
子
ど

も
雑
誌
の
創
刊
は
、
子
ど
も
文
化
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。

髙
橋
さ
ん
の
玩
具
収
集

担
当
学
芸
員
が
髙
橋
俊
和
さ
ん
（
昭
和

三
一
〈
一
九
五
六
〉
年
生
ま
れ
）
が
玩
具
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
の
は
、
髙
橋
さ
ん
の
自
宅
を
初
め
て
訪

ね
た
今
か
ら
七
年
前
で
あ
っ
た
。
部
屋
に
は

か
つ
て
一
緒
に
遊
ん
だ
玩
具
が
一
面
に
展
示

さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
は
、
い
つ
で
も
子
ど
も

の
頃
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
で
き
る
空
間
で
も

あ
っ
た
。

髙
橋
さ
ん
は
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
み
な
が
ら

子
ど
も
の
頃
の
こ
と
を
少
し
語
っ
て
く
れ

た
。「
僕
は
、
楽
し
い
と
思
っ
て
や
っ
た
こ

と
が
悪
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
所い

わ
ゆ
る謂

、
わ
り

こ
と
坊
主
で
し
た
。
そ
れ
で
も
小
学
校
の

時
は
、
休
み
の
日
も
親
身
に
な
っ
て
僕
の
話

や
食
事
、
面
倒
を
見
て
く
れ
た
先
生
が
い
て

と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
い
つ
も
怒
ら
れ
て

い
た
け
ど
・
・
。
僕
は
お
も
ち
ゃ
は
、
あ
ま

り
購
入
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
よ
く
駄
菓

子
屋
や
友
達
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
見
せ
て
も

ら
っ
て
い
た
。
と
て
も
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
。

け
れ
ど
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
、
望
み
ま
せ
ん

な
つ
か
し
の
お
も
ち
ゃ 

―
髙
橋
俊
和
さ
ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―

子
ど
も
時
代
に
置
き
忘
れ
て
き
た
お
も
ち
ゃ
た
ち
と
の
再
会

企画展

髙橋家の玩具展示室

コレクションの玩具に囲まれる髙橋さん
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で
し
た
。
あ
の
頃
は
、
皆
大
変
や
っ
た
か
ら

･･
。
五
円
や
十
円
を
握
り
し
め
て
、
た
ま
に

し
か
駄
菓
子
屋
に
行
け
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

そ
う
い
え
ば
、
飴
一
個
五
〇
銭
と
い
う
の
も

あ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
け
ど
友
達
は
や

さ
し
か
っ
た
。
今
の
時
代
は
？
」
と
、
駄
菓

子
屋
と
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
と
お
し
て
の
教
育

論
に
ま
で
話
が
及
ぶ
。

髙
橋
さ
ん
は
今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
、
一

点
の
ブ
リ
キ
の
お
も
ち
ゃ
と
の
出
会
い
が

き
っ
か
け
と
な
り
、
玩
具
な
ど
の
収
集
を
始

め
ら
れ
た
。
地
道
に
店
な
ど
を
訪
ね
歩
き
、

人
々
と
の
出
会
い
を
通
し
て
眠
っ
て
い
た
玩

具
類
を
収
集
し
た
。｢

今
で
も
、
新
し
い
も
の

に
出
会
う
と
わ
く
わ
く
す
る
」
と
い
う
。
大

切
な
事
は
、
こ
の
と
き
め
き
で
あ
る
と
。
店

の
脇
や
奥
に
忘
れ
ら
れ
、
ほ
こ
り
ま
み
れ
の

玩
具
類
に
出
会
っ
た
時
、「
あ
っ
、
こ
ん
な
も

の
も
残
っ
て
い
た
ん
だ
。
や
っ
と
出
会
う
こ

と
が
で
き
た
」
と
思
っ
た
時
の
喜
び
。
今
度

は
も
っ
と
違
う
物
と
出
会
う
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
が
、
次
の
原
動
力
に
な
る
と
い
う
。
学

芸
員
は
こ
ん
な
言
葉
を
聞
く
と
共
感
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
失
わ
れ
ゆ
く
資
料
を
収
集

す
る
学
芸
員
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
お
も
ち
ゃ
と
出
会
う
度
、
髙

橋
さ
ん
の
眼
の
奥
に
は
、
子
ど
も
の
頃
の
風

景
が
走
馬
燈
の
よ
う
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

髙
橋
さ
ん
に
思
い
出
に
残
る
玩
具
に
つ
い

て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
お
も
ち
ゃ
を
収
集
す
る

時
に
お
も
ち
ゃ
を
通
し
て
出
会
っ
た
人
と
の

つ
な
が
り
や
、
ド
ラ
マ
が
あ
り
、
色
々
な
思

い
出
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
お
も
ち
ゃ
を
介
し

て
人
と
人
と
の
触
れ
合
い
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
お
も
ち
ゃ
に
愛
着
が
生
ま
れ
す
べ
て
が

忘
れ
が
た
い
も
の
だ
と
い
う
。
人
と
人
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

ぬ
く
も
り
や
温
か
さ
が
、
か
け
が
え
の
な
い

も
の
で
あ
る
と
。
お
も
ち
ゃ
を
通
じ
て
十
数

年
来
の
お
つ
き
あ
い
を
続
け
て
い
る
方
も
い

る
と
い
う
。

髙
橋
さ
ん
は
、
解
体
さ
れ
た
玩
具
屋
跡
で
、

玩
具
を
求
め
て
発
掘
も
し
て
い
る
。
解
体
さ

れ
た
時
に
土
中
に
埋
も
れ
た
セ
ル
ロ
イ
ド
の

お
も
ち
ゃ
や
緑
色
の
ガ
ラ
ス
の
石
蹴
り
玉
も

見
つ
け
た
と
い
う
。
な
ん
と
い
う
執
念
で
あ

ろ
う
か
。
ま
さ
に
、
現
代
考
古
学
で
あ
る
。

髙
橋
さ
ん
流
「
お
も
ち
ゃ
考
古
学
」
と
で
も

呼
ぼ
う
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。

髙
橋
さ
ん
の
収
集
資
料
は
、
膨
大
な
数
に

の
ぼ
る
。
ブ
リ
キ
の
玩
具
・
紙
の
着
せ
替
え
・

凧
・
ビ
ー
玉
・
パ
ン
（
メ
ン
コ
）・
コ
マ
・
縁

日
の
お
も
ち
ゃ
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
の
玩

具
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
、
さ
ら
に
ジ
ュ
ー

ス
の
瓶
や
飲
み
物
の
販
売
機
・
菓
子
類
の
箱
・

看
板
・
生
活
用
品
に
至
る
ま
で
あ
る
。

髙
橋
さ
ん
の
収
集
に
一
度
だ
け
同
行
し
た

事
が
あ
る
。
そ
の
方
法
に
は
脱
帽
し
た
。
学

芸
員
は
実
は
収
集
方
法
を
指
導
し
て
も
ら
っ

た
の
で
あ
る
。
現
代
考
古
学
の
一
つ
の
方
法

論
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
気
が
し
た
。

髙
橋
さ
ん
の
収
蔵
資
料
を
見
る
と
高
価
な

ブ
リ
キ
の
玩
具
も
あ
る
が
、
駄
菓
子
屋
な
ど

で
売
ら
れ
て
い
た
資
料
が
意
外
と
多
い
。
そ

こ
に
は
髙
橋
さ
ん
独
特
の
収
集
観
が
見
え
隠

れ
し
て
い
る
。
同
じ
種
類
の
玩
具
を
多
数
収

集
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
学
芸
員

が
注
目
し
た
の
は
、
個
人
の
所
有
に
な
る
前

の
店
頭
や
倉
庫
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
よ

う
な
形
跡
の
あ
る
資
料
が
一
部
残
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
未
開
封
の
資
料
群
も
あ
る
。

こ
の
資
料
群
は
、
問
屋
や
駄
菓
子
屋
な
ど
し

か
知
ら
な
い
収
蔵
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

資
料
群
は
、
昭
和
史
の
資
料
で
も
あ
る
。
髙

橋
さ
ん
は
現
在
、
収
集
か
ら
資
料
保
存
へ
と

多
数
の
資
料
を
前
に
格
闘
し
て
い
る
。

駄
菓
子
屋
さ
ん
探
検

髙
橋
さ
ん
の
駄
菓
子
屋
な
ど
か
ら
収
集
し

た
資
料
を
ほ
ん
の
少
し
覗
い
て
み
よ
う
。

パ
ン
・
ビ
ー
玉
・
ベ
ー
ゴ
マ

男
の
子
な
ら
だ
れ
も
が
一
度
は
悔
し
い
思

い
を
し
て
遊
ん
だ
こ
と
の
あ
る
の
が
、
パ

ン
（
メ
ン
コ
）、
ビ
ー
玉
、
独
楽
・
ベ
ー
ゴ
マ

（
バ
イ
）
の
三
種
類
の
遊
び
で
あ
ろ
う
。
男

の
子
の
遊
び
の
ご
三
家
と
も
称
さ
れ
、
子
ど

も
た
ち
に
大
変
人
気
が
あ
っ
た
が
、
パ
ン
や

ビ
ー
玉
は
、
勝
負
事
の
た
め
大
人
達
か
ら
注

発掘された人形

発掘されたガラスの石蹴り玉

ビー玉
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意
を
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
回
一
回
の

勝
負
に
一
喜
一
憂
し
、
勝
負
に
勝
っ
た
日
は

意
気
揚
々
と
引
き
上
げ
、
負
け
る
と
肩
を
落

と
し
て
帰
り
自
宅
で
練
習
し
勝
つ
方
法
を
編

み
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
パ
ン
は
普
通
自
分

で
切
り
取
り
、
さ
ら
に
あ
ま
り
子
ど
も
達
に

は
入
手
し
づ
ら
い
通
称
昔
パ
ン
と
呼
ば
れ
た

古
い
パ
ン
が
人
気
が
あ
り
、
何
と
か
集
め
よ

う
と
し
た
。
な
お
昭
和
三
八
年
こ
ろ
保
育
園

の
園
児
は
、
焼
却
炉
の
ゴ
ミ
箱
に
あ
っ
た
タ

バ
コ
の
箱
な
ど
を
切
り
抜
き
パ
ン
の
変
わ
り

と
し
て
使
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

紙
の
着
せ
替
え

女
の
子
の
代
表
的
な
遊
び
に｢

着
せ
替
え｣

が
あ
る
。
人
物
や
い
ろ
い
ろ
な
衣
装
が
印
刷

さ
れ
た
一
枚
の
色
刷
り
の
紙
か
ら
、
人
や
衣

服
を
切
り
抜
き
、
衣
装
の
着
せ
替
え
を
楽
し

む
遊
び
で
あ
る
。
一
枚
の
紙
に
刷
る
の
で
、

非
常
に
安
価
に
作
る
こ
と
が
で
き
、
擬
似
体

験
的
な
面
を
も
つ
も
の
で
、
少
女
達
の
夢
の

世
界
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
ま
ご
と
セ
ッ
ト

料
理
や
食
事
の
ま
ね
ご
と
を
す
る｢

ま
ま
ご

と｣

は
少
女
達
に
と
っ
て
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な

遊
び
で
あ
る
。
ま
ま
ご
と
で
使
う
ミ
ニ
チ
ュ

ア
の
道
具
類
は
、
木
製
の
も
の
か
ら
ブ
リ
キ

や
セ
ル
ロ
イ
ド
に
材
料
が
変
化
し
、
昭
和

二
〇
年
代
後
半
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
が
登

場
。
昭
和
三
〇
年
代
以
降
は
電
化
製
品
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
も
加
わ
り
、
昭
和
四
〇
年
代
半
ば

に
は
、
実
際
に
使
え
る
お
も
ち
ゃ
家
電
が
流

行
。
ま
ま
ご
と
セ
ッ
ト
は
、
各
時
代
の
台
所

の
様
子
を
反
映
し
て
い
る
。

駄
菓
子
屋
さ
ん
に
は
、
玩
具
と
と
も
に

お
菓
子
も
売
ら
れ
て
い
た
。
ゼ
リ
ー
や
飴
、

ソ
ー
ス
イ
カ
な
ど
も
あ
っ
た
。
男
の
子
に
人

気
が
あ
っ
た
の
が
、
ク
ジ
で
あ
る
。
一
等
か

ら
三
等
な
ど
の
景
品
を
目
指
し
て
通
っ
た
も

の
で
あ
る
。
は
ず
れ
は
「
ス
カ
」
と
書
か
れ

て
い
た
。
舌
で
な
め
て
文
字
を
浮
き
出
さ
す

も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
巻
火
薬
を
入
れ
て

鳴
ら
す
ピ
ス
ト
ル
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
西

部
劇
ブ
ー
ム
が
火
付
け
役
と
な
っ
た
。
ま
た

銀
玉
を
入
れ
る
ピ
ス
ト
ル
も
人
気
が
あ
っ
た

が
、
少
し
価
格
が
高
く
お
正
月
な
ど
に
購
入

し
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。

高
価
な
ブ
リ
キ
の
戦
車
も
あ
っ
た
が
購
入

で
き
る
家
庭
は
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
電

池
で
動
き
、
エ
ン
ジ
ン
部
分
が
光
る
も
の
も

あ
っ
た
。

駄
菓
子
屋
に
並
べ
ら
れ
る
玩
具
は
季
節
に

よ
り
変
化
し
た
。
コ
マ
や
凧
、
Ｙ
字
の
パ
チ

ン
コ
（
ブ
ン
ヤ
と
も
い
っ
た
）、
テ
レ
ビ
に
登

場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
も
人
気
が
あ
っ

た
。
駄
菓
子
屋
は
、
文
具
店
も
兼
ね
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
た
。
日
光
写
真
と
い
う
も
の
も

あ
っ
た
。

現
代
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
の
で
き
る
時
代
で
、
簡
単
に
物
が
購

入
で
き
る
。
そ
し
て
、
二
四
時
間
営
業
の
コ

ン
ビ
ニ
も
あ
る
。
そ
の
一
方
、
現
代
は
人
と

人
、
人
と
物
と
の
接
点
や
繋
が
り
が
稀
薄
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
髙

橋
さ
ん
の
玩
具
収
集
に
は
、
収
集
だ
け
で
な

く
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大

事
に
す
る
姿
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た

ち
の
た
め
に
も
必
要
と
い
う
。

 「
お
ば
ち
ゃ
ん
。
寒
い
ち
や
。（
寒
い
ね
）」

「
子
ど
も
が
何
を
い
う
ぞ
ね
」「
火
に
あ
た

ら
い
て
や
。（
火
鉢
で
あ
た
た
ま
ら
し
て

く
だ
さ
い
）」「
あ
れ
！
あ
の
一
等
の
お
も

ち
ゃ
は
」「
な
い
ぞ
ね
」「
だ
れ
が
当
て
た

が
」「
○
○
○
の
子
や
と
思
う
が
」〈
が
っ

く
り
〉「
ほ
ん
な
ら
こ
れ
に
す
る
か
え
」

「
お
ば
ち
ゃ
ん
あ
り
が
と
う
」「
○
○
○
君

や
ろ
う
か
。
今
度
み
せ
て
も
ら
お
う
と
」

髙
橋
さ
ん
の
収
集
玩
具
を
見
て
い
る
と
、

こ
ん
な
子
ど
も
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な

気
が
す
る
。

着せ替え

ままごとセット

ブリキのタンク ピストル



― 5 ―

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
地
域
文
化
を
デ
ジ
タ
ル

技
術
で
記
録
す
る
た
め
の
方
法
や
技
術
を
講

義
す
る
「
地
域
文
化
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

講
座
」
が
、
土
佐
学
協
会
地
域
文
化
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
と
当
館
の
主
催
で
平

成
一
九
年
九
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
講
座
は
、
昨
年
、
生
活
創
造
工
房
の

大
野
加
惠
さ
ん
の
呼
び
掛
け
で
始
め
ら
れ
た

地
域
文
化
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
研
究
会
で

の
検
討
を
経
て
実
現
し
た
も
の
で
す
。
研
究

会
に
は
大
野
さ
ん
を
は
じ
め
、
前
館
長
の
坂

本
正
夫
さ
ん
、
高
知
県
立
高
知
女
子
大
学
の

橋
尾
直
和
さ
ん
、
県
文
化
推
進
課
や
当
館
館

長
・
副
館
長
、
民
俗
担
当
が
参
加
し
、
産
・

学
・
官
に
よ
る
協
同
作
業
に
な

り
ま
し
た
。

講
座
に
は
、
八
名
の
方
が
参

加
し
、
大
野
さ
ん
の
「
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
概
論
」、
坂
本

さ
ん
の
「
民
俗
学
と
は
何
か
」

を
皮
切
り
に
、
民
俗
・
民
具
調

査
や
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
の

方
法
を
、
六
回
に
分
け
て
学
び

ま
し
た
。

実
地
調
査
は
、
太
刀
踊
り

が
有
名
な
土
佐
市
蓮は
す
い
け池
の
西に
し
の
み
や宮
八
幡
宮
の
秋

祭
り
を
調
査
し
ま
し
た
。
受
講
生
が
分
担
し
、

祭
り
の
準
備
、
裏
側
、
神
事
の
一
部
始
終
ま

で
細
か
く
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
と
、
デ
ジ
タ
ル

ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
で
取
材
し
ま
し
た
。

取
材
結
果
は
参
加
者
が
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

を
使
っ
た
作
品
に
ま
と
め
て
、
一
二
月
一
日

の
発
表
会
で
公
開
し
、
一
一
日
ま
で
企
画

コ
ー
ナ
ー
で
も
展
示
し
ま
し
た
。

県
内
の
生
活
や
民
俗
を
記
録
し
、
公
開
し

て
い
く
こ
と
は
、
未
来
の
高
知
県
の
た
め
に

も
重
要
な
こ
と
で
す
。
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ

ブ
講
座
は
次
年
度
も
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

そ
の
時
は
有
志
の
ご
参
加
を
募
集
し
ま
す
。

 

（
梅
野
）

髙
橋
俊
和
さ
ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、

使
わ
れ
て
な
い
ま
ま
の
「
パ
ン
」
が
あ
っ
た
。

私
た
ち
は
「
パ
ン
」
と
言
っ
た
が
一
般
に
は

「
メ
ン
コ
（
面
子
）」
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
遊

び
は
、
負
け
れ
ば
奪
い
取
ら
れ
る
か
ら
子
ど

も
達
に
と
っ
て
は
真
剣
勝
負
。
そ
こ
に
は
必

死
の
術
が
あ
り
工
夫
が
あ
っ
た
。
絵
柄
に
は

有
名
野
球
選
手
や
「
黄
金
バ
ッ
ト
」、「
鞍
馬

天
狗
」
も
あ
っ
た
。
地
面
や
台
の
上
が
競
技

場
だ
。
そ
こ
に
あ
る
相
手
の
パ
ン
の
横
に
自

分
の
も
の
を
投
げ
つ
け
、
そ
の
風
圧
で
相
手

の
も
の
を
裏
返
す
か
、
台
が
競
技
場
な
ら
台

か
ら
突
き
落
と
せ
ば
勝
ち
、
負
か
し
た
パ
ン

は
自
分
の
も
の
に
な
る
。
相
手
に
裏
返
さ
れ

な
い
よ
う
、
ま
た
簡
単
に
突
き

落
と
さ
れ
ま
い
と
す
る
工
夫
が

勝
利
の
鍵
で
あ
る
。
パ
ン
の
紙

面
に
カ
ー
ブ
を
つ
け
る
よ
う
に

折
り
曲
げ
風
圧
を
強
く
す
る
の

も
、
ロ
ウ
を
塗
っ
て
重
く
す
る

の
も
工
夫
の
一
つ
。
角
を
折
り

曲
げ
横
か
ら
突
く
力
の
増
幅
を

考
え
る
術
も
、
自
分
の
足
を
相

手
の
パ
ン
の
横
に
置
い
て
、
投

げ
た
パ
ン
の
風
圧
を
高
め
る
の

も
勝
利
へ
の
秘
訣
で
あ
っ
た
。

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
や
精
巧
な
お
も
ち
ゃ
に
囲

ま
れ
る
今
の
子
ど
も
達
と
遊
び
は
違
う
。
道

ば
た
に
落
ち
て
い
る
棒
切
れ
で
の
チ
ャ
ン
バ

ラ
、
石
こ
ろ
も
、
空
き
缶
も
ビ
ン
の
蓋
で
も
、

手
作
り
の
お
も
ち
ゃ
も
含
め
何
で
も
が
遊
び

道
具
、
そ
し
て
集
団
で
遊
ぶ
の
が
常
だ
っ
た
。

メ
ン
バ
ー
分
け
も
相
手
へ
の
気
配
り
も
子
ど

も
達
の
間
で
で
き
た
。
そ
れ
は
知
ら
ず
知
ら

ず
の
う
ち
に
先
輩
達
か
ら
学
び
と
っ
た
子
ど

も
達
の
ル
ー
ル
で
も
あ
っ
た
。

な
つ
か
し
い
も
の
に
再
会
し
、
今
の
子
ど

も
世
界
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
気
に
な
っ
た
。

歴
民
の
パ
テ
ィ
オ
（4）

子
ど
も
た
ち
の
真
剣
勝
負

館 

長　

宅 

間　

一 

之

祭りの準備から細かく記録しました

きみん
トピック
れ

ス
きみん

トピック
れ

ス

土
佐
の
暮
ら
し
を
記
録
す
る

地
域
文
化
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
講
座

パン（メンコ） 　　　　　　　　　　
コレクションの中の使われてないパン
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工
夫
を
重
ね
、
本
音
を
率
直

に
表
現
し
て
遊
ん
だ
こ
と

私
の
（
昭
和
四
二
年
生
ま
れ
）
小
学
校
低
学
年
の
こ
ろ
の
遊

び
を
紹
介
し
ま
す
。
室
内
で
は
リ
カ
ち
ゃ
ん
で
遊
び
ま
し
た
。

私
は
リ
カ
ち
ゃ
ん
の
人
形
は
一
体
だ
け
持
っ
て
い
て
着
せ
替
え

を
し
て
遊
び
ま
し
た
。
母
親
が
縫
っ
て
く
れ
た
他
の
着
替
え
や

布
団
の
セ
ッ
ト
は
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
リ
カ
ち
ゃ
ん
ハ

ウ
ス
」
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
親
に
お
ね
だ
り
し
ま
し

た
が
買
っ
て
も
ら
え
ず
、
ハ
ウ
ス
を
持
っ
て
い
る
友
達
の
家
へ

よ
く
遊
び
に
出
か
け
ま
し
た
。

屋
外
で
一
番
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
「
田
ん
ぼ
」
と
い
う

遊
び
で
す
。
地
域
に
よ
っ
て
は
「
十
字
路
」「
ね
こ
は
ち
ど
ん
」

と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
空
き
地
に
棒
で
田
の
字
の
線
を
描

き
、
鬼
役
が
中
の
十
字
路
を
行
き
来
し
て
四
つ
の
区
画
を
回
っ

て
い
る
人
を
捕
ま
え
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
枠
外
に
二
歩
だ

け
出
て
も
可
と
い
う
ル
ー
ル
で
し
た
。
鬼
に
触
ら
れ
な
い
よ
う

に
背
中
を
く
ね
ら
し
な
が
ら
思
い
っ
き
り
遠
く
へ
ジ
ャ
ン
プ
し

て
上
手
く
逃
げ
る
こ
と
の
で
き
た
時
の
快
感
は
今
で
も
鮮
明
に

覚
え
て
い
ま
す
。
反
対
に
誰
に
も
タ
ッ
チ
で
き
な
い
時
の
鬼
は

み
じ
め
な
気
持
ち
に
な
っ
た
も
の
で
し
た
。
瞬
時
の
判
断
と
機

敏
な
動
き
が
必
要
で
、
ス
リ
ル

あ
ふ
れ
る
遊
び
で
し
た
。

小
学
校
の
中
学
年
の
頃
、「
花

い
ち
も
ん
め
」
を
学
校
の
休
み

時
間
に
し
て
い
ま
し
た
。「
誰
が

欲
し
い
」「
あ
の
子
が
欲
し
い
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
誰
を
選
ぶ

か
が
子
ど
も
同
士
の
中
で
の
人

気
度
を
表
し
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。 

（
曽
我
）

昔
と
今
が
融
合
す
る

　
　
　
　
　
　

遊
び
の
世
界

私
は
、
昭
和
三
八
年
に
生
を
受
け
、
空
前
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

景
気
に
沸
く
東
京
の
郊
外
で
幼
少
期
を
過
ご
し
ま
し
た
。
メ
カ

好
き
だ
っ
た
父
は
、
一
人
息
子
の
私
に
自
動
車
や
新
幹
線
の
お

も
ち
ゃ
を
買
い
与
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
一
番
の
私
の
お
気
に

入
り
は
ゴ
ー
カ
ー
ト
で
し
た
。

幼
稚
園
で
は
、
鬼
ご
っ
こ
（「
海
坊
主
が
出
る
か
ら
嫌
」
と

い
う
問
答
が
あ
る
も
の
）
な
ど
の
昔
遊
び
が
大
ヒ
ッ
ト
し
て
い

ま
し
た
が
、
家
の
近
所
で
は
、「
カ
ン
け
り
」「
石
ふ
み
」「
陣

と
り
」
な
ど
が
主
流
で
し
た
。
小
学
生
に
な
る
と
空
き
地
で
の

草
野
球
が
中
心
と
な
り
、
お
腹
が
す
け
ば
近
所
の
駄
菓
子
屋
へ

直
行
。
一
個
五
円
か
ら
一
○
円
の
駄
菓
子
を
ほ
お
ば
り
な
が

ら
、
次
の
遊
び
を
考
え
る
と
い
っ
た
調
子
で
し
た
。
少
人
数
で

遊
ぶ
時
は
、「
ラ
イ
ダ
ー
カ
ー
ド
」
な
ど
を
持
ち
寄
っ
て
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
自
慢
や
交
換
会
を
し
た
も
の
で
す
。
場
所
は
歩
道
橋

や
堤
防
、
神
社
の
屋
根
の
上
と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
理
由

は
、
交
換
が
終
わ
っ
た
あ
と
「
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
ご
っ
こ
」
を
す

る
の
に
適
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

遊
び
と
い
う
よ
り
真
剣
勝
負
に
近
か
っ
た
の
が
「
め
ん
こ
」

で
す
。
私
の
地
域
で
は
、
負
け

れ
ば
相
手
に
と
ら
れ
る
と
い
う

の
が
当
た
り
前
で
、
し
ば
し
ば

喧
嘩
の
元
に
な
り
ま
し
た
が
、

親
も
学
校
も
特
に
何
も
言
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
何
十
回
も
の
対

戦
を
経
て
、
か
つ
て
自
分
が

持
っ
て
い
た
「
め
ん
こ
」
が
手

元
に
戻
っ
た
時
の
喜
び
は
ひ
と

し
お
で
し
た
。 

（
野
本
）

海
坊
主
が
出
る
か
ら
イ
ヤ
！

　
　
　
　

と
い
う
鬼
ご
っ
こ

昭
和
三
八
年
高
知
市
生
ま
れ
の
私
が
、
幼
い
頃
お
気
に
入
り

だ
っ
た
の
は
、
母
親
の
手
作
り
の
ぬ
い
ぐ
る
み
で
し
た
。
小
学

校
低
学
年
ま
で
は
異
年
齢
集
団
で
遊
び
、
駄
菓
子
屋
で
シ
ャ
ボ

ン
玉
や
銀
弾
鉄
砲
を
買
っ
た
も
の
で
し
た
。

そ
の
頃
、
鬼
が
「
入
れ
て
」
と
言
う
と
鬼
以
外
の
皆
が
「
ダ

メ
」
と
言
い
、
鬼
が
「
海
に
連
れ
て
行
っ
て
あ
げ
る
か
ら
」
と

言
う
と
「
海
坊
主
が
出
る
か
ら
嫌
」
と
返
す
鬼
ご
っ
こ
が
あ
り

ま
し
た
。
問
答
の
末
に
鬼
が
皆
を
追
い
掛
け
る
の
で
す
が
、
そ

の
展
開
が
ウ
ロ
覚
え
な
の
で
、
余
計
気
に
な
り
ま
す
。
調
べ
て

み
る
と
関
東
に
同
様
の
遊
び
が
あ
り
ま
し
た
。
案
外
、
県
外
か

ら
の
転
校
生
に
教
え
て
も
ら
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

遊
び
に
つ
い
て
高
知
の
事
例
を
ご
存
知
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
ら
お
教
え
く
だ
さ
い
。

小
学
校
高
学
年
に
な
る
と
外
遊
び
は
減
り
ま
し
た
。
行
き
つ

け
も
駄
菓
子
屋
か
ら
貸
本
屋
に
変
わ
り
、
萩
尾
望
都
な
ど
少
女

漫
画
を
読
み
耽ふ

け

り
ま
し
た
。
中
学
校
で
は
ク
ラ
ー
ク
な
ど
Ｓ
Ｆ

小
説
を
読
み
、
幼
年
期
が
終
わ
っ
て
も
読
書
か
ら
は
足
を
洗
え

ま
せ
ん
で
し
た
。「
海
坊
主
が
出
る
か
ら
嫌
」
の
問
答
が
あ
る

鬼
ご
っ
こ
を
調
べ
る
た
め
に
朝
倉
喬
司
著
『
遊
歌
遊
侠　

今
年

の
牡
丹
は
よ
い
牡
丹
』
を
読
み
ま
し
た
。
同
書
に
は
「
子
ど

も
た
ち
の
遊
び
を
根
底
か
ら
活
性
化
さ
せ
る
の
も
問
答
」
と

あ
り
、
追
い
駆

け
っ
こ
前
に
問

答
を
す
る
時
の
、

く
す
ぐ
っ
た
い

よ
う
な
感
覚
を

思
い
出
し
ま
し

た
。 

（
中
村
）

﹇
学
芸
員
の
机
か
ら
﹈

考
古

歴
史

民
俗

各
担
当
に
子
ど
も
時
の
遊
び
を
記
録
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

S40.10. 「今日もガンガン行くぞー」とほくそ笑む男の子

S40年頃　くまさんと一緒

田んぼ

おに
　の道

おに

アウトに
なった人
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講 

座 

「
和
菓
子
の
世
界
①
」

岡
豊
山
の
桜
や
草
花
を
モ
チ
ー
フ
に
四
季

の
表
情
を
切
り
取
る
一
枚
の
写
真
や
、
公
園

を
散
策
す
る
ご
家
族
連
れ
の
楽
し
い
ひ
と
と

き
の
ス
ナ
ッ
プ
。
そ
し
て
お
花
見
の
時
の
に

ぎ
や
か
な
語
ら
い
。
そ
ん
な
皆
様
が
写
さ
れ

た
岡
豊
山
で
の
写
真
を
ぜ
ひ
「
岡
豊
山
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
に
ご
応
募
下
さ
い
。

自
然
に
恵
ま
れ
た
こ
の
岡
豊
山
歴
史
公
園

を
少
し
で
も
多
く
の
皆
様
に
知
っ
て
い
た
だ

き
た
い
と
始
め
ま
し
た
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

も
来
年
は
三
年
目
を
迎
え
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

皆
様
の
撮
り
貯
め
た
作
品
の
ご
応
募
を
お
待

ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

優
秀
作
品
は
当
館
内
に
特
製
額
装
の
う
え

で
１
年
間
展
示
と
、
広
報
等
に
も
使
用
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
尚
、
募
集
要
項

等
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
二
月
か
ら
当
館

Ｈ
Ｐ
で
の
お
知
ら
せ
、
ま
た
「
岡
豊
山
フ
ォ

ト
コ
ン
テ
ス
ト
」
の
ポ
ス
タ
ー
の
あ
る
写
真

店
、
当
館
受
付
等
で
応
募
要
項
を
お
渡
し
い

た
し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

平
成
二
〇
年
度
の
応
募
作
品
受
付
は

　

三
月
一
五
日
〜
四
月
一
三
日
で
す
！

平
成
一
七
年
度
か
ら
れ
き
み
ん
講
座
が
復

活
し
ま
し
た
。
平
成
一
九
年
度
は
、
企
画
展

〔
竹
バ
ン
ブ
ー
・
ス
タ
イ
ル
〕
と
関
連
し
た
講

座
第
一
回
「
竹
と
木
の
民
俗
」（
六
月
二
日
）、

第
二
回
は
企
画
展
〔
土
佐
発
掘
物
語
〕
と
関

連
し
て
学
史
を
取
り
上
げ
た
「
土
佐
の
考
古

学
史
」（
一
一
月
一
〇
日
）、
第
三
回
「
仏
教

文
化
講
座
②
―
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
訪
ね
て
―
」

（
一
一
月
二
四
日
）
を
行
い
、
多
く
の
方
に
聴

講
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

さ
て
、
平
成
二
〇
年
三
月
八
日
（
土
曜
日
・

午
後
二
時
〜
三
時
三
〇
分
）
に
は
、
本
年
度

最
後
の
講
座
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
講
師
に

は
、
当
館
の
運
営
協
議
会
委
員
で
も
あ
る
東

京
都
港
区
赤
坂
の
株
式
会
社
虎
屋
虎
屋
文
庫

研
究
主
幹
・
担
当
部
長
の
青
木
直
己
先
生
を

お
迎
え
し
ま
す
。
講
座
の
タ
イ
ト
ル
は
「
和

菓
子
の
世
界
①
」
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

青
木
先
生
は
、
立
正
大
学
大
学
院
卒
業
後
、

立
正
大
学
助
手
・
立
正
大
学
短
期
大
学
非
常

勤
講
師
を
経
て
株
式
会
社
虎
屋
の
虎
屋
文
庫

に
入
社
、
現
在
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
文
化
セ
ン
タ
ー
和

菓
子
講
座
講
師
を
は
じ
め
、
学
習
院
大
学
非

常
勤
講
師
な
ど
も
勤
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
専

門
は
、
日
本
近
世
史
や
食
文
化
史
で
す
。

著
書
に
は
、『
図
説
和
菓
子
の
今
昔
』（
淡

交
社
）、『
幕
末
単
身
赴
任
下
級
武
士
の
食
日

記
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
の
他
に
共
著
で
『
茶
の

湯
菓
子
―
四
季
を
味
わ
う
・
実
践
入
門
』（
淡

交
社
）
が
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
和
菓
子
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
菓

子
を
指
す
言
葉
で
す
が
、
遣
唐
使
や
禅
、
キ
リ

シ
タ
ン
宣
教
師
の
も
た
ら
し
た
食
文
化
の
大
き

な
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
和
菓
子
は

茶
の
湯
に
よ
り
育
成
、
洗
練
さ
れ
た
と
い
う
面

が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
時
代
の
中
期
に
菓
子
の

種
類
は
急
速
に
増
加
し
て
い
き
ま
す
。
和
菓
子

の
世
界
は
、
ど
う
も
甘
い
だ
け
で
は
な
い
よ
う

で
す
。
そ
こ
に
は
我
々
の
知
ら
な
い
文
化
史
の

一
面
が
あ
る
よ
う
で
す
。

今
回
の
講
座
は
、
定
員
一
〇
〇
名
で
す
。

事
前
に
電
話
な
ど
で
申
込
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
〇
八
八
―
八
六
二
―
二
二
一
一
・
高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
ま
で
）

「
岡
豊
山
の
桜
・
四
季
」を
テ
ー
マ
と
し
た
写
真
展

岡
豊
山
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

平
成
19
年
度
優
秀
作
品

「
さ
く
ら
」

撮
影
・
濱
田
零
華 

様

平
成
19
年
度
優
秀
作
品

「
囲
炉
裏
の
あ
る
風
景
」

撮
影
・
渡
部
忠
男 

様

れ
き
み
ん「
講 

座
」だ
よ
り

平
成
二
〇
年
三
月
八
日
㈯

講 

座 

「
和
菓
子
の
世
界
①
」

講 

座 

「
和
菓
子
の
世
界
①
」

青木 直己　先生
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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
62
号

平
成
一
九
年
一
二
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

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　

共
和
印
刷
株
式
会
社

高知県立歴史民俗資料館

高知県立坂本龍馬記念館

北川村立中岡慎太郎館

坂
本
龍
馬
・
中
岡
慎
太
郎
展

暗
殺
一
四
〇
年
!　

̶

時
代
が
求
め
た
“命
”か
？̶

特別展
3館合同企画

特
別
展　

三
館
合
同
企
画　
　

坂
本
龍
馬
・
中
岡
慎
太
郎
展 

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館　

北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館

RYOMA  SAKAMOTO

SHINTARO  NAKAOKA

高知県立歴史民俗資料館
高知県立坂本龍馬記念館
北川村立中岡慎太郎館

○郵便振替口座番号　01600－2－38806
○加入者名　高知県立歴史民俗資料館

「特別展３館合同企画 暗殺140年!
―時代が求めた“命”か?―

坂本龍馬・中岡慎太郎展」
　平成19年度夏に特別
企画された３館（高知
県立歴史民俗資料館・
高知県立坂本龍馬記念
館・北川村立中岡慎太
郎館）合同企画の図録。
A4版　102頁
売価　 1,000円
送料　 290円

「収蔵資料目録第12集

田辺寿男写真資料目録I
（白黒ネガフィルム編）」

　民俗写真家・田辺寿
男氏から寄贈された約
50,000点の資料のうち白
黒ネガフィルム26,578点
を収録。

A4版 112頁
売価  750円  送料 290円

「高知県立歴史民俗資料館

研究紀要第15号」
土佐清水市四国霊場第38番札所金剛福寺
― 木造千手観音菩薩立像修理報告
及び像内納入品概要報告―
高知県教育委員会文化財課
㈶美術院国宝修理所　　

泉谷　申一
高知県立歴史民俗資料館

寺石正路資料調査報告Ⅱ杜山堂日記2
野本　　亮

門松小考
 梅野　光興
A4版　76頁
売価　 750円　　送料 290円

・・・新刊等のご案内・・・

なつかしのおもちゃ
－髙橋俊和さんのコレクション－

次回企画展予告

｢鰹（仮称）」
平成20年
　４月12日㈯～６月８日㈰
・江戸時代の鰹節番付で上位を占めた「土佐節」の今昔
・「鰹の一本釣り」など、鰹漁のいろいろ
・黒潮を回遊する鰹の生態
　高知県の魚「鰹」の魅力に迫るおいしい企画展
です！

今回の企画展は、髙橋俊
和さんのご協力を頂き貴
重なコレクションの中か
ら戦後、進駐軍が捨てた
空き缶などを材料に再出
発し発展したブリキ玩
具、紙の着せ替え、街角の
駄菓子屋で見かけたおも
ちゃ、1960年代に登場し

たプラスチック玩具など、昭和30～40年代の玩具を主体に展
示します。また、当時のキャラクター関連のものやなつかし
い道具類も若干展示を予定しています。

ワクワクワーク
昔あそび 1月2日㈬　10:00～12:00
　昔のあそびをしてみよう。

ふろしきを使おう 2月23日㈯　10:00～11:00
　昔から使われているふろしきの使い方を学びます。
 講師　谷沿正子氏

講座 3月8日㈯　14:00～15:30
「和菓子の世界①」
 ㈱虎屋 虎屋文庫 担当部長研究主幹　青木直己氏
　和菓子で有名な東京都赤坂の㈱虎屋の虎屋文庫から講
師をお迎えし和菓子のお話をしていただきます。
　ぜひ聴講してください。

展示室トーク 1月5日㈯　14:00～15:00

平成20年１月２日㈬～３月９日㈰

髙橋俊和さんと担当学芸員による展示解説です。

要予約 先着100名
観覧料要

申込
不要 観覧料要

申込要 先着30名


