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疫
病
退
散
の

　
　
　
郷
土
玩
具

資
料
見
聞

　

古
代
よ
り
朱
は
魔
除
け
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
福
島
県
の
赤
べ
こ
や
鴻こ

う

巣の
す

の
赤
物
な
ど
、

郷
土
玩
具
に
も
赤
い
色
で
塗
ら
れ
た
も
の
が
多
く

み
ら
れ
ま
す
。
赤
は
疱ほ

う

瘡そ
う

（
天
然
痘
）
神
が
好
む

色
と
さ
れ
、
子
ど
も
の
そ
ば
に
赤
い
玩
具
を
置
け

ば
疱
瘡
神
が
玩
具
に
ひ
か
れ
、
疱
瘡
が
軽
く
治
る

と
の
俗
信
が
そ
の
由
来
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

医
療
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
は
疫や

く

病び
ょ
う

神が
み

が
病
気
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
、
疫
病
神
に

見
立
て
た
人ひ

と

形が
た

を
川
や
海
に
流
し
、
疫
病
神
除

け
の
玩
具
を
身
近
に
置
き
ま
し
た
。
郷
土
玩
具
に

は
、
そ
の
名
残
り
が
み
ら
れ
ま
す
。
江
戸
時
代
の

終
わ
り
頃
、
コ
ロ
リ
（
コ
レ
ラ
）
が
流
行
す
る
と

大
坂
の
道
修
町
で
は
薬
問
屋
が
虎
の
骨
で
薬
を
作

り
、
同
町
の
少す

く
な

彦ひ
こ

名な

神
社
で
は
「
神し

ん

農の
う

の
虎
」
の

張
り
子
が
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
医
療

と
民
間
信
仰
の
相
補
的
な
関
係
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

現
代
は
以
前
に
比
べ
て
医
療
が
発
達
し
ま
し
た

が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
未
だ
終
息

し
な
い
中
、
疫
病
退
散
の
妖
怪
ア
マ
ビ
エ
が
流
行

し
て
い
ま
す
。
ア
マ
ビ
エ
の
絵
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
投
稿

さ
れ
、
酒
の
ラ
ベ
ル
や
和
菓
子
な
ど
に
な
っ
て
い

ま
す
。
郷
土
玩
具
も
白
河
だ
る
ま
や
高
崎
だ
る
ま

の
産
地
で
ア
マ
ビ
エ
だ
る
ま
、
津
軽
系
や
弥
治
郞

系
こ
け
し
工
人
の
ア
マ
ビ
エ
こ
け
し
等
が
続
々
誕

生
し
て
い
ま
す
。

　

郷
土
玩
具
は
、
も
と
も
と
疾
病
除
け
な
ど
の
祈

り
を
こ
め
つ
つ
、
絶
妙
な
遊
び
心
で
作
ら
れ
て
き

た
も
の
が
多
い
の
で
、
ア
マ
ビ
エ
と
の
相
性
も
良

い
の
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
淳
子
）

山﨑茂氏寄贈郷土玩具コレクションより
赤べこ（福島県）　会津若松市の張り子。「べこ」は東北弁で牛のこと。圓蔵寺（えんぞうじ）のお堂を建て直すと
きに現れ、材木を運んで人 を々助け、完成後は境内で石像になってお堂を守った牛の伝説から生まれたとされる。
獅子金（埼玉県）　鴻巣の赤物の、獅子頭をかぶった金太郎。桐の箪笥などを作るときに出る大鋸屑（おがく
ず）を正麩糊（しょうふのり）で練り固め、疱瘡除けや魔除けとされる赤い色で塗られている。
ほうこさん（香川県）　高松張り子。姫の熱病を引き受けて島流しになった奉公さんの伝説があり、ほうこさんを
子どもに抱かせた後、海に流すと病気が治るとされた。

獅子金

ほうこさん

赤べこ

〈高知県立歴史民俗資料館だより・おこうふうじつ〉 第110号　令和２年(2020)７月20日
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コ
ー
ナ
ー
展  

疫
病
退
散

梅
野
　
光
興

　

令
和
２
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛

威
が
世
界
を
席
巻
し
ま
し
た
。
私
た
ち
に

と
っ
て
は
、
初
め
て
の
経
験
で
す
が
、
幕
末

の
コ
レ
ラ
を
は
じ
め
、
明
治
時
代
に
も
何
度

か
疫
病
の
流
行
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、

土
佐
の
人
々
は
流
行
病
に
ど
の
よ
う
に
対
処

し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
？
こ
の
コ
ー
ナ
ー
展

で
は
、
歴
史
資
料
や
郷
土
玩
具
を
展
示
し
て

そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

展
示
資
料
の
中
か
ら
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

  『
真
覚
寺
日
記
』
は
、宇
佐
町
（
現
土
佐
市
）

の
僧
侶
・
静じ

ょ
う

照し
ょ
う

が
安
政
地
震
以
後
の
出
来
事

を
書
い
た
日
記
で
、安
政
５
年
（
１
８
５
８
）

か
ら
７
年
（
１
８
６
０
）
に
か
け
て
流
行
し

た
ト
ン
コ
ロ
リ
（
コ
レ
ラ
）
に
つ
い
て
も
克

明
に
記
し
て
い
ま
す
。
玄
関
に
ヤ
ツ
デ
の
葉

を
つ
る
し
た
り
、「
こ
の
家
を
よ
け
て
通
れ

よ
ト
ン
コ
ロ
リ
、
大
師
こ
の
世
に
あ
ら
ん
限

り
は
」
と
い
う
歌
を
紙
に
書
い
て
貼
る
な
ど

コ
レ
ラ
除
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
お
ま
じ
な
い
が

行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
五
月
節
供

の
幟の

ぼ
り

の
音
で
悪
疾
は
退
散
す
る
と
い
う
の
で

各
家
で
季
節
外
れ
の
幟
を
立
て
た
り
、
３
年

た
つ
と
病
気
は
収
ま
る
と
い
う
う
わ
さ
が
広

ま
り
、
７
月
な
の
に
門
松
を
飾
っ
た
り
、
ど

こ
か
滑
稽
の
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
人
々

が
不
安
に
か
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

変
わ
っ
て
い
る
の
は
人
魚
の
よ
う
な
姿
の

「
姫
魚
」の
絵
で
す
。
文
政
２
年（
１
８
１
９
）

に
現
在
の
長
崎
県
平
戸
市
の
海
に
全
長
が
４

ｍ
も
あ
る
、
顔
は
女
性
で
体
は
魚
の
姫
魚
が

現
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
自
分
の
姿
を
描
い
て

見
れ
ば
コ
ロ
リ（
コ
レ
ラ
）を
免
れ
る
と
言
っ

て
再
び
海
に
没
し
た
そ
う
で
す
。
病
気
が
は

や
っ
た
時
に
売
ら
れ
た
り
描
き
写
さ
れ
た
り

し
た
よ
う
で
す
。最
近
、コ
ロ
ナ
退
散
を
願
っ

て
弘
化
３
年
（
１
８
４
６
）
の
瓦
版
に
登
場

す
る
ア
マ
ビ
エ
と
い
う
妖
怪
が
注
目
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
姫
魚
は
そ
の
仲
間
で
す
。
祖
先

が
庄
屋
だ
っ
た
西
尾
学
さ
ん
の
家
に
伝
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　

香
美
市
物
部
町
の
民
間
信
仰
・
い
ざ
な
ぎ

流
に
は
、
流
行
病
の
神
様
の
物
語
「
て
ん
げ

し
ょ
う
の
祭
文
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
て
ん
げ
し
ょ
う
」
は
夫
婦
で
旅
を
し
て
お

り
、
歓
待
し
て
く
れ
た
「
し
ょ
み
ん
」
一
家

の
命
は
奪
い
ま
せ
ん
が
、
冷
た
く
あ
し
ら
っ

た「
こ
た
ん
」の
家
に
襲
い
か
か
り
ま
す
。「
こ

た
ん
長
者
」
は
、
大
勢
の
太た

夫ゆ
う

や
坊
主
を

集
め
、
家
に
病
気
が
入
ら
な
い
よ
う
に
懸
命

に
祈き

禱と
う

を
行
い
ま
す
が
、
一
寸
の
隙
間
か
ら

病
気
は
侵
入
し
、
結
局
滅
び
て
し
ま
い
ま
す
。

た
と
え
病
気
の
神
様
で
あ
っ
て
も
、
手
厚
く

祭
る
こ
と
で
逆
に
守
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う

信
仰
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
ま
だ
ま
だ
終
息

し
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
こ
れ
か

ら
ど
の
よ
う
に
コ
ロ
ナ
と
つ
き
あ
っ
て
い
く

の
か
、
昔
の
人
の
病
気
観
を
み
な
が
ら
考
え

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

参考　アマビエ（京都大学附属図書館蔵）

姫魚　西尾学氏蔵　当館寄託
この絵は手書きなので、元は瓦版だった
のを書き写したものか。

文
政
弐
巳
四
月

肥
前
平
戸
へ
上
ル

此
姫
魚
竜
宮
之
勅
命
を

う
け
て
此
処
に
浮
ヒ
出
た
り

今
年
ゟ（
よ
り
）七
ヶ
年
の
間
タ

大
豊
年
つ
ゞ
き
候
け
共

コ
ロ
リ
ト
病
死
流
行
諸

人
大
イ
ニ
悲
ミ
煩
ふ
二
付

わ
か
姿
を
画
テ
見
た
る

人
は
其
病
を
マ
ヌ
ガ
レ
ル

ト
云
て
沖
中
へ
入
た
る
也

身
ノ
長
サ
壱
丈
六
尺

カ
ラ
タ
廻
り
五
尺
六
寸

髪
の
長
サ
壱
丈
六
尺

天
てん

藝
げ

正
しょう

祭文　森安幸光氏蔵
祇園牛頭天王夫婦が諸民（蘇民将来）の家に泊まり、病気の神・天藝
正が生まれる。宿を断った「こたん」の一家は病気になってしまう。
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足
元
の
歴
史
や
文
化
を
振
り
返
ろ
う

新
任
の
ご
挨
拶

館
長
　
福
田 

道
則

  

令
和
元
年
11
月
に
中
国
湖
北
省
武
漢
市
で

最
初
の
症
例
が
確
認
さ
れ
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
は
、
日
本
で
は
令
和
２
年
１
月
に
初

の
感
染
者
が
確
認
さ
れ
、
以
後
次
第
に
増
え

続
け
、
今
年
７
月
に
開
幕
を
予
定
し
て
い
た

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
延
期
が
決
定
し
、
日

本
全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
が
発
せ
ら
れ
ま
し

た
。
学
校
が
休
校
や
遠
隔
授
業
に
な
り
、
デ

パ
ー
ト
、
映
画
館
が
臨
時
休
業
、
鉄
道
や
飛

行
機
も
減
便
さ
れ
、
在
宅
勤
務
で
家
に
閉
じ

こ
も
る
人
が
増
え
ま
し
た
。

　

県
境
を
越
え
る
不
要
不
急
の
移
動
は
や
め

る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
県
外
か
ら
の
観

光
客
は
め
っ
き
り
減
り
ま
し
た
。
私
た
ち
も

　

こ
の
４
月
に
７
代
目
の
館
長
を
拝
命
い
た
し
ま
し
た
。
平
成
21
年
か
ら
23

年
に
か
け
ま
し
て
本
県
の
文
化
行
政
の
担
当
課
長
を
務
め
て
お
り
ま
し
た
縁

で
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

当
館
は
、
本
県
の
歴
史
・
考
古
・
民
俗
・
美
術
工
芸
を
広
く
紹
介
す
る

た
め
に
、
各
時
代
の
特
徴
的
事
象
を
取
り
上
げ
て
総
合
展
示
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
加
え
、
当
館
が
立
地
し
て
お
り
ま
す
国
史
跡
・
岡
豊
城
跡
の
城
主
で
あ
っ
た
長
宗
我
部
氏

一
族
の
誕
生
か
ら
滅
亡
ま
で
の
研
究
成
果
を
紹
介
す
る
特
別
展
示
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　

現
在
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
で
活
動
が
制
限
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
講
演
会
・
講
座
、

体
験
学
習
の
開
催
な
ど
教
育
普
及
活
動
に
も
力
を
注
い
で
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
岡
豊
山
か
ら
は
、
紀
貫
之
邸
跡
を
は
じ
め
歴
史
を
湛
え
た
「
ま
ほ
ろ
ば
の
里
」
が
望
め
、

山
道
の
花
々
や
緑
と
と
も
に
癒
し
の
時
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

歴
史
の
国
・
土
佐
の
魅
力
を
身
近
に
感
じ
て
い
た
だ
け
る
取
り
組
み
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
当
館
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
４
月
か
ら
総
務
事
業
課
長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　

当
館
が
、
郷
土
の
歴
史
・
考
古
・
民
俗
・
美
術
工
芸
の

分
野
の
多
様
な
資
料
の
調
査
研
究
、
展
示
、
県
民
の
皆
様

が
散
策
し
な
が
ら
憩
う
こ
と
の
で
き
る
場
と
い
う
目
的
を
果
た
し
て
い
け
ま
す
よ
う
、

微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
全
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
、
多
く
の
皆
様
が
楽
し
み
に
し
て
下
さ
っ
て
い
る

岡
豊
山
さ
く
ら
ま
つ
り
、
れ
き
み
ん
の
日
、
長
宗
我
部
フ
ェ
ス
が
今
年
は
残
念
な
が

ら
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
一
か
月
間
の
臨
時
休
館
の
後
、
５
月
11
日
か
ら
は
感
染
症

対
策
を
講
じ
な
が
ら
開
館
し
、
皆
様
の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
一
日
も
早
い
収
束
を
願
い
ま
す
と
と
も
に
、
長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の

地
で
あ
り
ま
す
当
館
と
岡
豊
山
歴
史
公
園
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
郷
土
の
歴
史
と
岡

豊
山
の
豊
か
な
自
然
に
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

遠
出
が
た
め
ら
わ
れ
ま
す
。

　

そ
ん
な
時
は
足
元
の
町
や
村
を
訪
ね
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
？
私
も
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー

ク
に
家
の
近
く
を
歩
い
て
み
ま
し
た
。

　

山
す
そ
に
点
在
す
る
神
社
や
、
道
ば
た
の

お
地
蔵
さ
ん
や
金こ
ん

比ぴ

羅ら

灯ど
う

籠ろ
う

。
昔
の
水
路
の

あ
と
と
思
わ
れ
る
蛇
行
し
た
道
な
ど
、
歴
史

の
な
ご
り
は
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。

国
土
地
理
院
の
地
形
図
に
出
て
い
る
社
寺
の

マ
ー
ク
を
目
当
て
に
行
け
ば
散
歩
の
目
標
も

生
ま
れ
て
楽
し
い
で
す
よ
。
昔
話
集
で
エ
ン

コ
ウ
や
タ
ヌ
キ
が
活
躍
し
た
場
所
が
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
護
岸
さ
れ
た
川
に
な
っ
て
い
た

り
、
住
宅
地
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
の
は

感
慨
深
い
も
の
で
す
。

　

家
に
い
る
時
間
が
増
え
た
の
で
、
片
付
け

を
し
て
い
る
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
？
断
捨
離
の
絶
好
の
機
会
で
す
。
け

れ
ど
も
博
物
館
関
係
者
は
ハ
ラ
ハ
ラ
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ま
で
保
管
さ
れ
て
き
た
歴
史
資
料
や

文
化
財
が
失
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
す
。

　

当
館
も
属
し
て
い
る
こ
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
は
、
歴
史
・
文
化
・
自

然
史
な
ど
の
資
料
に
関
し
て
は
捨
て
る
前
に

ご
相
談
を
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
有
名
人

や
歴
史
上
の
大
事
件
の
資
料
ば
か
り
で
な
く
、

皆
さ
ん
の
家
や
地
域
や
学
校
、
職
場
な
ど
過

去
の
歴
史
の
記
録
や
道
具
は
歴
史
資
料
に
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

先
日
は
漁
師
さ
ん
の
家
で
平
成
時
代
の
毎

日
の
出
漁
の
記
載
が
あ
る
日
記
を
見
せ
て
も

ら
っ
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
１
０
０
年
、

い
や
50
年
残
せ
た
ら
す
ご
い
記
録
で
す
。

  

納
屋
を
片
付
け
て
い
た
ら
農
具
が
出
て
き

た
と
い
う
方
に
写
真
を
お
持
ち
い
た
だ
き
ま

し
た
。
田
を
耕
す
犂す

き

（
高
知
県
中
東
部
で
は

牛
鍬
と
呼
び
ま
す
）
は
、
江
戸
時
代
の
伝
統

を
引
く
在
来
型
で
し
た
。
近
代
に
な
る
と
改

良
型
が
普
及
し
た
の
で
、
在
来
型
は
あ
ま
り

残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当
館
で
も
１
、２
点
し

か
無
い
貴
重
な
も
の
で
す
。

  

ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
、
必
ず
し
も
当
館
で

集
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
地
域
の
歴

史
や
文
化
を
伝
え
る
資
料
を
県
内
の
ど
こ
か

に
保
存
で
き
れ
ば
と
切
に
思
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
広
が
る
マ
イ
ナ

ス
の
状
況
を
、
少
し
で
も
プ
ラ
ス
に
変
え
て

い
け
た
ら
良
い
で
す
ね
。　
　
　
　
（
梅
野
）

新
任
の
ご
挨
拶
総
務
事
業
課
長
　
野
中 

浩
二



－4－

2020年 ７月〜2021年 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
110
号

令
和
２
年
７
月
20
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　

　
　
　
　
　

耐
震
工
事
休
館　

９
月
７
日
～

　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
３
年
２
月
28
日
（
予
定
）

観
覧
料　

〔
通
常
展
〕大
人(

18
才
以
上)

470
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

370
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、当館は３月６日～３月22日と４月10日～５月10日の２度にわたり休館いたしました。そのた
め３月８日までの企画展「遠流の地　土佐」と３月15日までのコーナー展「おひなさま」は３月５日に終了。企画展「蹉跎山金剛福
寺」の会期は４月24日～６月28日を５月11日～７月19日に変更し、講演会やミュージアムトークなど関連企画も中止が相次ぎました。
今後も状況により変更になる場合がございます。最新情報は当館ホームページやSNSでご確認ください。

1940年オリンピックの招致活動に関わり、早稲
田大学競走部監督として多くのオリンピアンを
育成した山本忠興（高知県南国市出身）。彼の
功績を紹介し、日本の近代オリンピックの歴史
をひもときます。

歴民館が休館…と、がっかりしないでください！その
間は、ゆっくり｢国史跡・岡豊城跡｣を楽しみましょ
う。岡豊城跡は、戦国武将・長宗我部氏の居城跡で、
四国の戦国期城郭を代表する史跡です。長宗我部氏が
15年かけて土佐を統一し、さらに四国制覇を目指した
…そんな時代に思いを馳せながら史
跡をめぐり、城下を眺め、スタンプ
を集める。そして記念品の「御城
印」をぜひ手に入れてください！
●スタンプラリーは参加費無料。
●史跡内の解説看板など８カ所が
「土佐の七雄」スタンプポイント。
●まずは、山村民家でスタンプ台紙
とリーフレット（マップ）を手に入
れよう！

津野町から移築した「天保三年」(1832）の銘がある茅葺きの
民家です。田舎のおじいちゃん、おばあちゃんの家のような、
なつかしい佇まいに、ほっこりです。休館中はさまざまな行事
の会場になり、れきみんの職員がおります。ふらりと訪ねて、
おくつろぎください。
●土佐の七雄スタンプラリー　スタート＆記念品お渡し会場
　９月11日(金）～令和３年２月28日(日）9：00～16:30
●土佐のまほろばウォーク ―｢れきみん｣とまほろばクエスト―
　９月19日(土）/10月25日(日）/令和３年１月27日(水）/
　２月21日(日）の回はウォークの後に「ちっくと休んで、山
　城(麒麟）談義でもしていくかよ」をお楽しみに！（要予約）
●ワクワクワーク
○「土佐和紙漆喰張り子
　うしの絵付」講師：草流舎　
　10月３日(土)13:30～15:00　
　参加費：1,500円（要予約）
○「障子はり」　
　11月７日(土)10:00～12:00

企画展「土佐人 山本忠興と近代オリンピック」の延期
にともない内容を刷新！「教えて！ 学芸員」や「クイ
ズに挑戦！」、コーナー展「疫病退散」にちなんだ「姫
魚ってなんだ？」などを開催します。スペシャルプロ
グラムdayは学
芸員のミュージ
アムトークなど
を企画していま
す。

山本忠興写真　早稲田大学大学史資料センター所蔵

2020カレンダー
作品展示：令和３年３月（予定） 神農の虎（大阪府）

山村民家岡豊城跡の碑

香
泉
人
形

（
高
知
県
）

姫魚（部分）西尾学氏蔵

次回

次回

休館中も、おいでよ！岡豊城跡＆山村民家
令和２年９月７日〜令和３年２月２８日（予定）耐震工事のため休館

再開 令和３年３月１日（予定)

７・８月にはじまる催し

休館中も岡豊城跡や山村民家をご覧
いただけます。限定企画もご用意し
てお待ちしています。

延期になった企画展が
満を持して登場します。

休館直前ラストスパート！
れきみんならではの展示やイベントをお楽しみください。

企画展

コーナー展

3月26日(金）～5月16日(日）

3月1日(月)～4月11日(日)(予定)

9月11日（金）～令和3年2月28日（日）　
※荒天中止  ※年末年始（12月27日～ 1月1日）を除く

岡豊城跡をめぐる　土佐の七雄スタンプラリー 休館中の山村民家（登録有形文化財　旧味元家住宅主屋）

れきみん！ サマーミュージアム
8月1日（土）～8月23日（日）
スペシャルプログラムday 8月8日（土)・8月16日（日）

岡豊フォトコンテスト
第15回作品募集
7月2日（木）～10月18日（日）
テーマ：「岡豊山の春夏秋冬」

土佐人 山本忠興と近代オリンピック
やまもとただおき

干
え

支
と

の玩具
うし

丑

コーナー展「疫病退散」
7月4日（土）～9月6日（日）


