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資
料
見
聞

う
さ
ぎ
の
郷
土
玩
具

　

平
成
23
年
は
卯
年
で
す
。
そ
こ
で
、
山
﨑

茂
さ
ん
の
郷
土
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
う

さ
ぎ
に
集
ま
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

元
々
は
切
手
収
集
家
だ
っ
た
山
﨑
さ
ん
は

年
賀
切
手
に
な
っ
た
郷
土
玩
具
を
す
べ
て
収

集
し
て
い
ま
す
。
う
さ
ぎ
が
年
賀
切
手
に
初

登
場
し
た
の
は
昭
和
38
年
の
卯
年
、
能の

古ご

見み

土
人
形
の
「
う
さ
ぎ
鈴
」
で
、
戦
後
生
ま
れ

の
郷
土
玩
具
で
す
（
後
列
右
か
ら
二
つ
目
）。

　

十
二
支
を
二
回
り
し
た
昭
和
62
年
は
童
話

に
出
て
く
る
よ
う
な
か
わ
い
い
２
羽
の
「
餅も

ち

搗つ

き
う
さ
ぎ
」
で
、
江
戸
時
代
に
遡さ

か
の
ぼ

る
と
い

わ
れ
る
名
古
屋
土
人
形
で
す
が
、
残
念
な
が

ら
廃
絶
し
ま
し
た
（
前
列
右
か
ら
二
つ
目
）。
次

の
平
成
11
年
は
、
曲
芸
の
ポ
ー
ズ
も
楽
し
い

｢

玉
乗
り
兎う

さ
ぎ

」（
山
形
張
り
子
・
中
央
）
と
、
素
朴

な
味
わ
い
の｢

餅
つ
き
う
さ
ぎ
」（
佐
原
張
り
子
・

後
列
右
端
）
の
２
種
類
で
す
。
平
成
23
年
の
50

円
の
年
賀
切
手
は
西
会
津
張
り
子｢

首
振
り

招
福
卯｣

で
す
。
同
地
の
う
さ
ぎ
は
丸
い
目

が
キ
ュ
ー
ト
で
、
カ
ゴ
に
入
っ
た
子
も
い
ま

す
（
中
列
左
端
）。

　

さ
て
、
昭
和
50
年
卯
年
の
年
賀
切
手
と
そ

の
郷
土
玩
具
だ
け
は
、
山
﨑
さ
ん
の
人
形
部

屋
を
い
く
ら
探
し
て
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
そ
の
年
は
郷
土

玩
具
で
は
な
く
「
水
仙
の
釘
隠
し
」
が
年
賀

切
手
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
た
。　
（
中
村
）

左から後列：伏見土人形（京都）/六原張り子（岩手）/小
お

幡
ばた

土人形（滋賀）/倉吉張り子（鳥取）/能古見土人形（佐賀）/佐原張り子（千葉）
中列：西会津張り子（福島県）/香泉土人形（高知）/長

なが

門
と

張り子（山口）/山形張り子（山形）/小幡土人形（滋賀）/花巻土人形（岩手）/春
かす

日
か

部
べ

張り子（埼玉）/浜松張り子（静岡）
前列：中湯川土人形（福島）/安芸張り子（高知）/三春張り子（福島）/中山土人形（秋田）/名古屋土人形（愛知）/金沢張り子（石川）
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山
﨑
茂
さ
ん
の
人
形
部
屋

　

高
知
市
に
お
住
ま
い
の
山や

ま

﨑さ
き

茂し
げ
る

さ
ん
は
、

長
年
に
わ
た
っ
て
郷
土
玩
具
を
収
集
し
て
き

ま
し
た
。
そ
の
数
は
約
１
万
２
千
点
に
の
ぼ

り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
当
館
で
は
、
山
﨑

さ
ん
の
郷
土
玩
具
を
紹
介
す
る
企
画
展
を
開

催
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
は
、「
お
ひ
な

さ
ま
」
や
「
端
午
の
節
供
」
を
お
も
な
テ
ー

マ
と
し
ま
し
た
。

企画展

　
昔
の
お
も
ち
ゃ
博
物
館
　
山
㟢
茂
さ
ん
の
全
国
郷
土
玩
具
行あ

ん

脚ぎ
ゃ

　
に
よ
せ
て

会
期　

平
成
23
年
１
月
２
日
（
日
）
～
３
月
６
日
（
日
）　
　
　
　

中
村
淳
子

　

こ
の
度
、
山
﨑
さ
ん
か
ら
全
国
の
郷
土
玩

具
が
当
館
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
今
回
の
企
画
展
は
、
そ
の
一
部

を
お
披
露
目
す
る
と
と
も
に
、
山
﨑
さ
ん
お

す
す
め
の
各
地
の
郷
土
玩
具
を
ご
紹
介
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

山
﨑
さ
ん
の
人
形
部
屋
を
訪
ね
る
と
、
郷

土
玩
具
の
数
の
多
さ
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
人

形
た
ち
を
じ
っ
く
り
眺
め
て
い
る
と
、
そ
の

多
様
性
が
み
え
て
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、
干え

支と

の
動
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
棚

が
用
意
さ
れ
、
伏
見
人
形
（
京
都
）
を
は
じ

め
堤
人
形
（
宮
城
）
や
古
賀
人
形
（
長
崎
）

な
ど
各
地
の
土
人
形
の
コ
ー
ナ
ー
や
、
三み

春は
る

張
り
子
（
福
島
）
な
ど
の
コ
ー
ナ
ー
も
作
ら

れ
て
い
ま
す
。
壁
に
は
張
り
子
面
が
所
狭
し

と
か
け
ら
れ
、
天
井
に
は
凧
が
吊
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

お
ひ
な
さ
ま
の
棚
は
、
ひ
と
き
わ
華
や
い

で
い
ま
す
。
一
口
に
お
ひ
な
さ
ま
と
い
っ
て

も
、
立た

ち

雛び
な

も
あ
れ
ば
、
内だ

い

裏り

雛び
な

も
あ
り
ま
す
。

多
く
は
土
人
形
や
張
り
子
で
す
が
、
瓢ひ

ょ
う

箪た
ん

や

繭ま
ゆ

な
ど
変
わ
っ
た
素
材
の
お
ひ
な
さ
ま
も
み

え
ま
す
。

　

お
ひ
な
さ
ま
の
隣
の
棚
に
ズ
ラ
リ
並
ん
だ

天
神
さ
ま
も
、
種
類
の
豊
富
さ
で
は
負
け
て

い
ま
せ
ん
。
赤
天
神
に
黒
天
神
、
牛
乗
り
天

神
に
、
学
問
の
神
さ
ま
ら
し
く
お
堂
の
な
か

に
祀ま

つ

ら
れ
た
堂
内
天
神
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

姿
で
す
。
な
か
で
も
三み

次よ
し

人
形
（
広
島
）
の

松ま
つ

負お
い

天
神
は
、
山
﨑
さ
ん
の
コ
レ
ク
タ
ー
心

を
わ
し
づ
か
み
に
し
た
と
い
い
ま
す
。

趣
味
の
郷
土
玩
具
収
集

　

郷
土
玩
具
に
は
、
旅
と
の
強
い
つ
な
が
り

が
み
ら
れ
ま
す
。
郷
土
玩
具
は
、
旅
行
土み

産や
げ

と
し
て
も
手
頃
で
し
た
。
昭
和
初
期
の
観
光

ブ
ー
ム
と
相
ま
っ
て
、
全
国
的
な
郷
土
玩
具

の
収
集
ブ
ー
ム
が
訪
れ
ま
し
た
。
そ
の
頃
に

「
郷
土
玩
具
」
と
い
う
名
称
も
生
ま
れ
、
定

着
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

収
集
家
た
ち
の
バ
イ
ブ
ル
と
な
っ
た
の

は
、
明
治
24
年
（
１
８
９
１
）
か
ら
大
正
13
年

（
１
９
２
４
）
ま
で
刊
行
さ
れ
た
全
10
巻
の
版

画
集
『
う
な
い
の
友
』
で
し
た
。
そ
の
中
に

は
土
佐
の
女
だ
る
ま
な
ど
も
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
「
う
な
い
」
と
は
子
ど
も
の
こ
と
。
何
か

を
夢
中
に
な
っ
て
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
童
心
を
持
っ
た
人
だ
け
の
特
権
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
昇
り
猿
か
ら
は
じ
ま
っ
た

　

山
﨑
さ
ん
は
、
昭
和
43
年（
１
９
６
８
）
か

ら
郷
土
玩
具
を
集
め
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の

年
の
年
賀
切
手
に
選
ば
れ
た
宮
崎
県
の
「
昇

り
猿
」
が
、
収
集
の
第
一
号
で
す
。

　

大
正
９
年
（
１
９
２
０
）
申
年
生
ま
れ
の
山

﨑
さ
ん
は
、そ
の
と
き
48
歳
。戦
争
か
ら
帰
っ

て
き
た
の
ち
、
勤
め
た
会
社
は
高
度
経
済
成

山﨑茂さんと伏見人形の飾り馬　
京都から車で大事に運んだお気に入りの一品。

昇り猿（宮崎）
猿の郷土玩具には特に愛着があります。
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山﨑さんの人形部屋　木の梁
はり

にも温
ぬく

もりが感じられ、棚には産地や題材別に分類された人形が並び、眺めていると時間を忘れます。

祇園祭りの船
ふね

鉾
ほこ

（京都）　郷土玩具を買う楽しみに、祭りを見る
楽しさが加わると行脚はさらに充実します。

出
雲
張
り
子
の
虎
（
島
根
）
昭
和
37
年
の
年
賀
切
手
に

な
っ
た
虎
。
張
り
子
の
虎
は
首
振
り
が
多
い
そ
う
で
す
。

三
春
張
り
子
（
福
島
）　

豊
か
な
色
と
動
き
の
あ
る
姿

に
惚
れ
込
み
、
三
春
の
デ
コ
屋
敷
で
沢
山
買
っ
た
そ
う

で
す
。

土佐の郷土玩具　コレクションの中で特に充実してい
ます。土佐らしさあふれる相合傘や鯨車、闘犬など。

八や

幡は
た

馬
（
青
森
）　

馬
市
で
愛
馬
の
無
事
を
祈
っ
た
木

馬
が
は
じ
ま
り
と
か
。｢

郷
土
玩
具
に
は
物
語
が
あ
る｣

と
山
﨑
さ
ん
。
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長
の
波
に
乗
っ
て
順
調
で
し
た
。
子
育
て
の

時
期
は
過
ぎ
て
い
ま
し
た
し
、
昔む

か
し

気か
た

質ぎ

の
奥

さ
ん
も
一
切
口
を
は
さ
み
ま
せ
ん
。

　

郷
土
玩
具
収
集
の
環
境
は
整
い
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
全
国
行
脚
の
は
じ
ま
り
で
す
。

　

休
み
に
な
る
と
、
山
﨑
さ
ん
は
郷
土
玩
具

を
手
に
入
れ
る
た
め
に
旅
に
出
ま
し
た
。
郷

土
玩
具
の
本
を
片
手
に
完
全
収
集
を
目
指
し
、

手
に
入
っ
た
ら
本
の
巻
末
の
「
全
国
郷
土
玩

具
一
覧
」
に
印
を
付
け
て
い
き
ま
し
た
。

　

同
じ
題
材
で
も
、
異
な
る
産
地
の
も
の
を

集
め
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
じ
産
地

の
も
の
で
も
、
作
り
手
が
違
え
ば
人
形
の
表

情
も
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
た
と
え
、
同
じ

人
が
こ
し
ら
え
た
天
神
さ
ん
で
も
、
小
さ
い

も
の
が
手
に
入
っ
た
ら
、
大
き
い
も
の
も
欲

し
く
な
る
の
で
す
。
コ
レ
ク
タ
ー
た
る
も
の
、

ひ
と
つ
手
に
入
っ
た
ら
気
が
す
む
と
い
う
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

倉
敷
市
の
日
本
郷
土
玩
具
館
に
は
郷
土
玩

具
を
販
売
す
る
店
が
あ
っ
た
の
で
、
足あ

し

繁し
げ

く

通
い
ま
し
た
。
夜
行
列
車
に
乗
っ
て
食
事
は

パ
ン
ひ
と
つ
で
す
ま
せ
て
の
強
行
軍
で
す
。

し
か
し
、
欲
し
か
っ
た
郷
土
玩
具
が
手
に

入
っ
た
と
き
の
歓
び
は
何
も
の
に
も
替
え
が

た
い
も
の
で
し
た
。

　

夫
婦
で
旅
行
を
し

て
も
、
会
社
で
社
員

旅
行
の
担
当
に
な
っ

て
も
、
郷
土
玩
具
の

産
地
を
コ
ー
ス
に
入

れ
て
計
画
し
ま
し
た
。

　

お
嬢
さ
ん
が
結
婚

し
て
昭
和
53
年
に
家

を
建
て
る
と
、
そ
の

十
畳
の
間
が
人
形
部

屋
と
し
て
提
供
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
頃
か

ら
郷
土
玩
具
の
数
が

さ
ら
に
増
え
、
や
が

て
隣
の
四
畳
の
納
戸

も
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

長
年
勤
め
た
仕
事

を
退
職
し
た
と
き
、
退
職
金
を
握
り
し
め
て

向
か
っ
た
先
は
東
京
の
デ
パ
ー
ト
で
し
た
。

そ
の
当
時
は
毎
年
１
月
に
郷
土
玩
具
の
展
示

即
売
会
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
昭
和
55

年
の
こ
と
で
、
開
場
と
同
時
に
催
し
物
会
場

を
め
ざ
し
て
、
人
び
と
が
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

に
押
し
寄
せ
た
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
郷

土
玩
具
の
コ
レ
ク
タ
ー
が
大
勢
で
、
熱
気
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

郷
土
玩
具
の
魅
力
に
惹ひ

か
れ
て

　

古
く
か
ら
日
本
の
各
地
に
伝
わ
っ
て
き
た

郷
土
玩
具
は
、
木
や
土
、
紙
な
ど
身
の
ま
わ

り
の
素
材
で
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
素
朴
で

温
か
み
の
あ
る
人
形
を
眺
め
て
い
る
と
、「
心

が
安
ら
ぐ
」
と
山
﨑
さ
ん
は
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
郷
土
玩
具
は
家
族
の
健
康
や
幸
せ

を
祈
っ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
も
多
く
、
暮
ら

し
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。「
郷
土
玩
具
に

は
地
方
地
方
の
個
性
が
あ
り
、
千
差
万
別
で

そ
れ
は
面
白
い
で
す
よ
」
と
山
﨑
さ
ん
。

　

山
﨑
さ
ん
が
集
め
た
郷
土
玩
具
を
み
て
い

る
と
、
そ
の
豊
か
な
世
界
に
感
嘆
し
ま
す
。

そ
し
て
、
郷
土
玩
具
に
惹
か
れ
て
集
め
続
け

た
そ
の
人
生
に
感
動
し
ま
す
。

　

な
お
、
開
催
中
の
１
月
16
日
と
２
月
20
日

に
は
、
草そ

う

流り
ゅ
う

舎し
ゃ

の
み
な
さ
ん
の
「
張
り
子

に
色
を
ぬ
ろ
う
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

香こ
う

泉せ
ん

人
形
の
う
さ
ぎ
と
、
高
村
光
紅
さ
ん
の

安
芸
土ど

鈴れ
い

の
お
ひ
な
さ
ま
を
張
り
子
に
し
た

も
の
で
す
。
あ
な
た
だ
け
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

人
形
作
り
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
ね
。

三次人形の内裏雛（広島）　山㟢さんが好きな土人形。紅
も

絹
み

（紅色の薄
い絹布）で磨きをかけてから顔が描かれます。美しく艶があります。

古賀人形の内裏雛（長崎）　おすすめの土人形。色彩が渋いです。
西洋婦人や和

お

蘭
らん

陀
だ

さんなど異国情緒のある題材も多いそうです。

｢張り子に色をぬろう｣のうさぎ
作り手の顔に似るから不思議。
かわいいうさぎが出来ますよ。
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ま
た
、
プ
レ
企
画
と
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河

ド
ラ
マ
特
別
展｢

龍
馬
伝｣

展
で
三
日
間
だ

け
公
開
さ
れ
た
坂
本
龍
馬
の
湿
板
写
真
（
オ

リ
ジ
ナ
ル
）
を
11
日
間
（
平
成
23
年
２
月
10

日
～
２
月
20
日
）
連
続
で
特
別
公
開
し
ま
す
。

他
に
も
父
親
が
わ
り
と
な
っ
て
龍
馬
を
支
え

た
権ご

ん

平ぺ
い

や
、
権
平
の
後
妻
・
仲
を
は
じ
め
、

大
政
奉
還
の

立
役
者
、
山

内
容
堂
・
後

藤
象
二
郎
ら

の
湿
板
写
真

も
展
示
い
た

し
ま
す
。

　

来
年
は
、
武
市
半
平
太
を
盟
主
と
す
る
土

佐
勤
王
党
が
結
成
さ
れ
て
１
５
０
年
目
に
あ

た
り
ま
す
。

　

当
館
で
は
、
も
う
一
度
土
佐
勤
王
党
が
結

成
さ
れ
た
歴
史
的
意
義
を
問
い
直
す
た
め
、

党
員
と
し
て
活
躍
し
た
志
士
た
ち
の
遺
墨
や

遺
品
を
一
堂
に
展
示
し
、
彼
等
の
思
想
・
行

動
、
人
間
性
に
迫
る
企
画
展
を
開
催
い
た
し

ま
す
。

　

展
示
構
成
と
し
て
は
、
武
市
半
平
太
の

他
、
四
天
王
と
呼
ば
れ
た
、
坂
本
龍
馬
・
吉

村
虎
太
郎
・
中
岡
慎
太
郎
ら
の
遺
墨
や
遺
品

を
展
示
。
さ
ら
に
、
勤
王
党
の
参
謀
格
だ
っ

た
平
井
収
二
郎
・
間
崎
哲
馬
・
弘
瀬
健
太
な

ど
の
資
料
も
添
え
る
こ
と
に
よ
り
、
勤
王
党

の
絶
頂
期
か
ら
衰
退
期
の
状
況
を
概
観
し
ま

す
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
光
の
あ
た
ら

な
か
っ
た
志
士
の
遺
品
も
可
能
な
限
り
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
展
の
他
、
こ
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
加
盟
館
で
あ
る
、
高
知
県
立
坂

本
龍
馬
記
念
館
・
北
川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館
・

佐
川
町
立
青
山
文
庫
・
龍
馬
の
生
ま
れ
た
町

記
念
館
の
各
館
で
も
各
地
の
勤
王
党
員
を
掘

り
起
こ
す
企
画
展
が
順
次
行
わ
れ
る
予
定
で

す
の
で
、
そ
ち
ら
の
方
も
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

勤
王
党
志
士
た
ち
の
遺
墨
・
遺
品
展
平
成
23
年
３
月
５
日
～
６
月
26
日

志
国
高
知　

龍
馬
ふ
る
さ
と
博

 　
　

土
佐
勤
王
党
結
成
１
５
０
年
記
念
特
別
企
画

脇差（拵付）武市半平太所用　武市新一氏蔵

吉村虎太郎七言絶句　館蔵

中岡慎太郎書状　文久３年２月19日　島村衛吉宛（部分）南国市蔵

坂本龍馬等寄せ書き胴掛け　個人蔵

※
本
年
原
版
が
発
見
さ
れ
た
中
岡
慎
太
郎
・
谷 

　

干
城
の
写
真
も
特
別
展
示
さ
れ
ま
す
。

中岡慎太郎湿板写真　個人蔵谷干城湿板写真　個人蔵
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

永
遠
の
先
輩
、
福
吉
先
生

考
古

歴
史

民
俗

　

岡
豊
山
に
古
墳
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
昭
和
９
年

（
１
９
３
４
）
に
報
じ
ら
れ
た
『
高
知
新
聞
』
の
記
事
に
よ
り
、

県
民
に
も
知
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
岡
豊
山
古
墳
出

土
の
土
器
を
鑑
定
し
た
武た
け

市ち

佐さ

市い
ち

郎ろ
う

（
１
８
７
２
～
１
９
３
９
）

氏
は
、
土
佐
の
考
古
学
の
先
駆
者
の
1
人
で
、
土
佐
の
古
墳

を
初
め
て
集
大
成
し
ま
し
た
。そ
の
著
、「
土
佐
古
墳
の
分
布
」

（『
土
佐
史
談
』
第
51
号
、
昭
和
10
年
６
月
10
日
）「
岡
豊
村
大
字
定
林

寺
字
芝
古
墳
」
の
項
で
、「
ま
た
昭
和
九
年
十
月
二
十
日
岡

豊
村
吉
田
の
西
田
良
氏
の
所
有
に
か
か
る
、
長
宗
我
部
氏
城

址
で
あ
る
岡
豊
山
の
三
ノ
丸
地
下
八
尺
の
個
所
か
ら
、
二
尺

廻
り
高
さ
五
寸
の
口
付
素
焼
の
土
器
を
発
掘
し
た
が
、
純
然

た
る
祝
部
土
器
で
あ
つ
た
。
尚
同
年
十
一
月
同
所
か
ら
腐

蝕
し
て

は
ゐ
る

が
、
一
千

年
以
上
の

も
の
で
あ

る
と
思
し

き
古
刀
数

口
が
発
見
さ
れ
た
の
を
見
る
と
、
こ
の
岡
豊
山
に
も
長
宗
我

部
氏
が
居
城
を
構
へ
る
以
前
に
は
、
古
墳
の
存
在
し
て
ゐ
た

こ
と
を
首
肯
せ
し
め
得
る
む
の
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い
ま

す
。
こ
の
論
考
は
、
岡
豊
山
古
墳
を
初
め
て
学
術
的
に
取
り

上
げ
た
も
の
で
す
。
な
お
、
武
市
氏
は
最
後
に
寺
石
正
路
氏

に
「
御
教
示
御
校
閲
を
受
け
ま
し
た
こ
と
を
深
謝
」
し
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岡
本
）

　

本
年
９
月
、
当
館
の
資
料
調
査
員
と
し
て
実
に
15
年
も
の

間
、
歴
史
・
民
俗
分
野
の
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
福
吉

要
吉
氏
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。　

　

氏
は
、
長
宗
我
部
氏
時
代
の
地
元
の
水す
い

主し
ゅ

や
、
江
戸
初
期

に
大
月
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
石
垣
普ふ

請し
ん

用
の
献
上
石
の
問
題

な
ど
、
常
に
愛
す
る
古
里
・
大
月
町
に
軸
足
を
置
い
た
地
道

な
研
究
を
信
条
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
古こ

満ま

目め

の
水
あ
び

せ
」
な
ど
、
地
元
に
古
く
か
ら
残
る
民
俗
行
事
に
関
す
る
知

識
も
豊
富
で
、
民
俗
分
野
に
と
っ
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い

協
力
者
の
一
人
で
し
た
。
私
個
人
と
し
て
印
象
深
か
っ
た
の

が
、「
屍

し
か
ば
ね

衛え
い

兵へ
い

」
に
代
表
さ
れ
る
、
ご
自
身
の
強
烈
な
戦
争

体
験
を
綴
っ
た
「
従
軍
記
録
」
※
の
ご
提
供
で
す
。
同
郷
の

若
き
戦
友
が
戦
病
死
し
、
灰
に
な
る
ま
で
衛
兵
と
し
て
見
届

け
た
経
験
は
、
戦
後
氏
を
教
壇
に
向
か
わ
せ
、「
平
和
教
育
」

の
実
践
者
と
な
ら
し
め
る
一
方
、
名
も
無
き
庶
民
の
歴
史
を

記
録
す
る
原
動
力
に
な
り
ま
し
た
。

　

氏
は
常
々
「
え
い
施
設
と
資
料
に
恵
ま
れ
ち
ょ
う
が
や
け

ん
…
し
っ
か
り
や
っ
た
や
」
と
私
た
ち
を
叱
咤
さ
れ
、「
歴

史
を
や
る
も
ん
は
評
論
家
に
な
っ
た
ら
い
か
ん
」
と
、
研
究

者
と
し
て
の
姿
勢
を
説
か
れ
ま
し
た
。
先
輩
福
吉
先
生
の
志

を
私
た
ち
は
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ま
せ
ん
。　
　
　
　
（
野
本
）

　

祭
礼
調
査
と
い
う
と
、
つ
い
つ
い
遠
い
所
の
著
名
な
祭
り

を
追
い
求
め
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
資
料

館
の
真
向
か
い
に
あ
る
別
宮
八
幡
宮
の
祭
礼
を
見
学
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

今
年
、
よ
う
や
く
お
膝
元
の
祭
り
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
民
俗
芸
能
の
奉
納
こ
そ
無
い
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な

興
味
深
い
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。
オ
ハ
ケ
と
い
う
御
幣
を
先

端
に
飾
っ
た
長
い
竹
を
当と

う

屋や

に
立
て
る
習
俗
は
県
中
部
に
広

く
分
布
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
別
宮
八
幡
宮
で
も
見
ら
れ
ま

し
た
。
祭
り
の
当
日
は
早
朝
５
時
か
ら
「
起
こ
し
太
鼓
」
と

言
っ
て
、
当
番
の
人
が
氏
子
の
範
囲
を
太
鼓
を
叩
い
て
回
り

ま
す
。
６
時
か
ら
の
み
そ
ぎ
の
儀
式
に
先
だ
っ
て
、
参
加
者

を
起
こ
し
て
回
る
の
だ
そ
う
で
す
。
午
後
１
時
か
ら
の
お
な

ば
れ
で
は
、
担
ぎ
手
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
神み

輿こ
し

は
軽
ト

ラ
ッ
ク
で
山
を
下
り
ま
し
た
が
、
お
つ
き
の
人
々
は
風
情
の

あ
る
長
い
石
畳
の

参
道
を
歩
い
て
降

り
て
い
き
ま
し
た
。

山
を
降
り
た
神
輿

は
地
元
の
人
々
か

ら
大
歓
迎
を
受
け

て
い
ま
し
た
。
足

下
の
民
俗
に
興
味

の
尽
き
な
い
一
日

で
し
た
。 

　
　
　

  （
梅
野
）

岡お
こ

豊う

山
の
遺
跡

　
　
⑤
岡
豊
山
古
墳
の
発
見

岡
豊
別べ
っ

宮く

八
幡
宮
の
秋
祭
り

午前６時、みそぎのために岡豊橋のたもとに人々
が集まって来た。

武市佐市郎氏

※
当
館
の
み
な
ら
ず
、
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
資
料

調
査
報
告
書
14｢

戦
争
体
験

の
記
録
と
語
り
に
関
す
る

資
料
調
査
４｣
に
も
採
録

さ
れ
、
多
く
の
研
究
者
に

公
開
・
活
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
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平
成
22
年
６
月
29
日
、
吾
川
郡
仁
淀
川
町
（
旧
池
川
町
）
の
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
養
花

院
に
伝
世
さ
れ
て
い
る
木
造
菩
薩
坐
像
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
京

都
竜
安
寺
境
内
の
本
堂
の
東
南
に
あ
っ
た
養
花
院
は
、
永
正
元
年
（
１
５
０
４
）
に
建
立
さ

れ
、
明
治
25
年
７
月
に
現
在
地
へ
移
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
菩
薩
坐
像
は
、
木
造

仏
と
し
て
は
県
内
最
古
、
奈
良
時
代
後
期
お
よ
そ
７
６
０
年
代
の
も
の
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
。
７
５
８
年
に
鑑が

ん

真じ
ん

和
尚
来
朝
と
共
に
伝
え
ら
れ
た
新
し
い
様
式
を
示
す
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
宝
薬
師
堂
で
知
ら
れ
る
、

大
豊
町
豊
楽
寺
〈
仁
平
元
年
（
１
１
５
１
）
〉

の
木
造
両
脇
侍
像
と
木
像
二
天
王
立
像

が
国
の
重
要
文
化
財
と
し
て
追
加
指
定

と
な
り
ま
し
た
。
養
花
院
の
仏
像
を
１

月
に
当
館
で
公
開
し
ま
す
。
（
岡
本
）

　

11
月
６
日
・
７
日
に
高
知
市
文
化
プ
ラ
ザ
か
る

ぽ
ー
と
で
行
わ
れ
た
「
ま
ん
さ
い

－

高
知
ま
ん
が

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
へ
も
と
ち
か
君
が
参
加
し
ま
し

た
。

　

高
知
県
内
の
ゆ
る
き
ゃ
ら
を
集
め
た
「
ゆ
る
き
ゃ

ら
ス
ト
リ
ー
ト
」
に
は
も
と
ち
か
君
を
含
め
５
体
の

着
ぐ
る
み
が
登
場
！
会
場
で
ひ
と
き
わ
賑
わ
い
を
見

せ
て
い
ま
し
た
。

　

み
ん
な
で
集
合
写
真
を
撮
り
ま
し
た
！
（
濱
田
）

　
　
　
　
　
　

昨
年
７
月
か
ら
ガ
イ
ド
育
成
講
座
12
回

を
開
催
し
、
そ
の
受
講
者
30
名
の
う
ち
岡
豊
山
ガ
イ
ド

の
実
践
研
修
に
参
加
し
た
８
名
を
11
月
10
日
「
土
佐
の

ま
ほ
ろ
ば
カ
ル
チ
ャ
ー
ガ
イ
ド
」
と
し
て
認
定
し
ま
し
た
。

　

認
定
さ
れ
た
８
名
に
は
認
定
書
・
特
製
の
ベ
ス
ト
・

帽
子
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
、
当
館
の
イ
ベ
ン
ト
や
史
跡
巡
り
で
活
躍                             

し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う
！　
　
　
　

（
濱
田
）

　
　
　
　
　
　

昨
年
ま
で
の
「
高
知
の
食
文
化
を
味

わ
う
～
食
の
こ
こ
ろ
～
」
の
第
２
弾
と
し
て
今
年
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
郷
土
料
理
を
食
べ
る
だ
け

で
は
な
く
、
レ
シ
ピ
を
広
げ
て
行
く
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
開
催
し
た
内
容
は
「
南
国
市
の

田
舎
寿
司
・
四し

方ほ
う

竹ち
く

」
「
宿
毛
市
の
き
び
な
ご                                

料
理
」
「
安
芸
市
の
ち
ら
し
寿
司
・
茄な

子す

料
理
」
で
、

大
変
好
評
で
し
た
。

　

今
年
度
最
後
の
開
催
は
、
23
年
２
月
20
日
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。　

（
濱
田
）

れきみんニュース

木造菩薩坐像　養花院蔵

ゆ
る
き
ゃ
ら
大
集
合

　

も
と
ち
か
君

　
　

「
ま
ん
さ
い
」
へ
行
く
！

ま
ほ
ろ
ば
ガ
イ
ド
認
定
�

大
好
評　

郷
土
料
理
伝
承
塾

53
年
ぶ
り
に
県
内
の
仏
像
５
軀
が

　
　
　
　
　
　
　

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
。
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くじ引き大会

新年！歴民お茶会

ワクワクワーク「昔遊び」

日本の音色

長宗我部展示室本陣解説

企画展「昔のおもちゃ博物館」展示トーク

◦予約は不要です。

◦電話等で要予約(先着30名）

◦予約は不要です。

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
73
号

平
成
22
年
12
月
１
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
（
１
名
）  

　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
・
川
北
印
刷
株
式
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http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

年末年始休館のお知らせ
平成22年12月27日(月)～平成23年１月１日(土)は
休館といたします。

　　　昔のおもちゃ博物館
　　　―山㟢茂さんの全国郷土玩具行脚―　
　　　　　　平成23年1月2日(日)～3月6日(日）

　高知市にお住まいの山㟢茂さ
んの郷土玩具コレクションを紹
介します。おひなさまや干支の
うさぎなど全国各地の郷土玩具
をお楽しみください。

あんぎゃ

展示室トーク

ワクワクワーク

企画展

１月  ２日（日）14:00～14:30
１月23日（日）14:00～15:00
２月13日（日）14:00～14:30

１月16日（日）14:00～15:30　講師：草流舎のみなさん
　うさぎ張り子に色をぬろう　（材料費1,500円）
２月20日（日）
　14:00～15:30　
　講師：草流舎のみなさん
　おひなさま張り子に
　色をぬろう
　（材料費1,200円）
1月2日（日)～3月6日（日）企画展開催中常時下記の
イベントを行なっていますのでご参加ください。
　◦昔のおもちゃの絵をかこう　◦昔のおもちゃクイズ

期間：2011年１月８日(土)～１月30日(日)
　特別講演会　
　　仮題「仁淀川町養花院の奈良時代の木造菩薩坐像」
　　文化庁文化財部美術学芸課　主任文化財調査官奥建夫先生 
平成2011年１月15日（土）　午後２時～４時　定員140名 
　　　　　　　　　　　　　　電話・メール・葉書で申込

2011年２月10日（木)～２月20日（日）

国の重要文化財に指定された
県内最古の木造菩薩坐像1軀を展示

志国高知　龍馬ふるさと博　プレ企画
坂本龍馬湿板写真特別展示

平成23年1月～３月の催し

土佐勤王党結成150年記念特別企画

2011年３月５日(土)～６月26日(日)

勤王党志士たちの
　　　遺墨・遺品展

次 回 企 画 展

安芸張り子のうさぎ（高知県）

　新年は１月２日（日）９時より開館します。

　１月２日（日）・３日（月）
　　両日とも9:00 ～　先着各日50名様
   　歴民館からのお楽しみくじ引きプレゼント。

　１月２日（日）　10:00 ～ 12:00
　　「昔あそび」コマまわしや
　　おはじき、あやとりを
　　します。  要予約、先着30名

　１月２日（日）　10:00 ～ 12:00
　琴古流尺八竹童社藤寿会高知支部の方々による演奏。

　１月２日（日）　11:00 ～ 12:00 
　本陣復元の根拠と軍議の概要について解説します。

　１月２日（日）　14:00 ～ 14:30 

　１月２日（日）　9:00～　先着50名様

新年のイベントご案内
１

２

３

４

５

６

歴民館のお正月

 企画展 ｢幕末維新土佐庶民生活誌｣
　　　　　　　　　 パンフレット　江戸時代後期か
ら明治時代前期に
かけての土佐の庶
民を描いた絵画資
料をオールカラー
で集成。
　Ａ４判横長32Ｐ
　売価　500円

新
刊
案
内


