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泰
平
の
世
・
江
戸
時
代
。
現
代
の
若
者
同

様
に
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
・
坂
本
龍
馬
が

初
め
て
経
験
し
た
戦い

く
さ

が
幕
府
軍
と
長
州
軍
と

の
間
に
勃
発
し
た
下
関
海
戦
で
す
。

　

慶
応
２
年
（
１
８
６
６
）
６
月
、
幕
府
は

第
二
次
長
州
征
伐
に
着
手
し
ま
す
。
こ
れ
を

迎
え
撃
つ
長
州
軍
は
西
洋
式
の
軍
隊
に
よ
っ

て
、
数
々
の
勝
利
を
挙
げ
ま
し
た
。
そ
の
中

の
ひ
と
つ
下
関
海
戦
に
龍
馬
は
、
長
州
軍
と

し
て
ユ
ニ
オ
ン
号
（
乙
丑
丸
）
に
乗
船
し
、

参
戦
し
ま
し
た
。

　

の
ち
に
龍
馬
は
、
何
事
も
人
か
ら
聞
く
話

と
実
体
験
は
違
う
け
れ
ど
も
、
戦
争
は
と
り

わ
け
て
違
っ
て
い
る
（「
惣
じ
て
咄は

な

し
と
実ま

こ
と

ハ
相
違
す
れ
ど
も
軍い

く
さ

ハ
ベ
ツ
し
て
こ（

異
）と

な
り
候
」）
と
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

生
ま
れ
て
初
め
て
経
験
し
た
、
そ
の

強
烈
な
情
景
が
頭
に
焼
き
付
い
て
離
れ

な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
様
子
を
描
い
た

絵
図
が
２
点
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
の
１
点
が
、
今
回
紹
介
す
る
海
戦
図

で
す
。

　

左
端
に
は
、「
下
ノ
関
戦
図　

溝
渕

広
之
丞
坂
本
龍
馬
ト
共
ニ
之
ヲ
描
ク
」

と
あ
り
合
作
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
溝
渕

は
土
佐
出
身
で
、
江
戸
・
千
葉
定
吉
道

場
で
も
龍
馬
と
同
門
の
友
人
で
し
た
。

龍
馬
と
は
違
う
船
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

溝
渕
も
下
関
海
戦
に
参
加
し
て
い
た
た

め
、「
合
作
」
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
資
料
は
、
当
館
を
含
め
、
数
々

の
展
覧
会
で
、
こ
れ
ま
で
も
紹
介
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に

「
合
作
」
な
の
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り

触
れ
ら
れ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
方
が
指

示
を
し
て
、
一
方
が
描
い
た
場
合
も
合
作
と

称
し
て
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
筆

跡
か
ら
そ
の
真
相
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

例
え
ば
、
海

戦
図
に
は
、

「
船ふ

ね

」（
舩
・
航
）

の
文
字
が
た
く

さ
ん
出
て
き
ま

す
。

　

右
の
画
像
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
図
中
に
登

場
す
る
「
舩
（
船
）」
の
字
を
拡
大
し
て
み

ま
し
た
。
見
比
べ
て
み
る
と
、部
首
の
「
舟
」

や
、
つ
く
り
の
「
公
」
の
筆
跡
が
明
ら
か
に

異
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
海
戦
図

は
少
な
く
と
も
２
名
以
上
の
手
に
よ
っ
て
描

か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
気
に
な
る
の
が
、
ど
ち
ら
が
龍
馬

の
手
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
あ
え
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
野
暮

な
こ
と
に
は
触
れ
ま
せ
ん
。

　

企
画
展
「
幕
末
の
土
佐
―
書
跡
に
み
る
人

物
群
像
―
」
で
は
、
今
回
紹
介
し
た
海
戦
図

の
他
に
も
龍
馬
の
直
筆
に
よ
る
資
料
が
出
品

さ
れ
ま
す
。
い
ま
本
紙
を
読
ん
で
い
る
あ
な

た
の
目
で
、
ほ
か
の
龍
馬
の
筆
跡
を
じ
っ
く

り
ご
覧
い
た
だ
き
、
ど
ち
ら
が
龍
馬
の
手
に

よ
る
も
の
な
の
か
、
つ
き
と
め
て
み
て
く
だ

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
畑
）

坂本龍馬・溝渕広之丞合作下関戦図（秦親公氏寄贈）
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企
画
展 

幕
末
の
土
佐 

―
書
跡
に
み
る
人
物
群
像
― 

へ
の
ご
案
内

２
０
１
7
年
1
月
29
日（
日
）〜
５
月
10
日（
水
）

岡它山漢詩「春尽小集六首」 秦親公氏コレクション〈行く春を惜しみ仲間と季節の移ろいを詠む〉

志静書「眉寿無有害」
秦親公氏コレクション
〈禅語を用い健康長寿へ

の願いを記す〉

壬生水石
「土佐交遊諸家像」より

人
墨
客
の
多
く
は
、
藩
の
下
級
役

人
だ
っ
た
り
、
学
者
（
国
学
・
陽

明
学
・
漢
文
学
・
万
葉
学
等
）
や
僧
侶
と

い
っ
た
人
び
と
で
、
身
分
に
関
係
な
く
、

江
戸
や
京
・
大
坂
の
優
れ
た
人
物
に
師
事

し
、
自
ら
が
得
た
知
識
を
身
の
回
り
の
人

び
と
に
伝
授
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。 

跡
と
い
う
と
馴
染
み
の
な
い
言
葉
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
回
の
展
覧
会
で

は
、
単
純
に
幕
末
頃
に
活
躍
し
た
人
び
と
が

書
き
遺
し
た
も
の
の
総
称
と
し
て
使
用
し
て

い
ま
す
。

　

時
代
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
び
と
は
、
人

生
の
重
大
な
局
面
を
迎
え
た
と
き
、
何
か
を

遺
そ
う
と
し
ま
す
。
江
戸
時
代
の
人
び
と
の

な
か
に
も
、自
ら
の
生
き
た「
証あ

か
し

」を「
書
く
」

「
記
す
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
遺
そ
う
と

す
る
意
識
は
あ
り
ま
し
た
。
漢
詩
を
作
り
和

歌
を
詠
む
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
当
然
こ
う
し
た

創
作
に
は
一
定
の
教
養
を
伴
う
た
め
、
は
じ

め
は
武
士
や
僧
侶
な
ど
一
部
の
階
層
に
限
ら

れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
化
政
期
（
１
８
０
４

〜
１
８
３
０
）
に
は
民
衆
に
も
広
が
り
を
み

せ
、
土
佐
で
も
高
知
城
下
は
も
ち
ろ
ん
、
各

地
に
名
の
知
れ
た
文ぶ

ん

人じ
ん

墨ぼ
っ

客か
く

が
現
れ
ま
し
た
。

志し

静じ
ょ
う

老
の
書
も

魅
力
的
じ
ゃ
。

わ
し
も
か
く
あ
り
た
い
。

詩
文
や
書
画
に

親
し
む
者
を

指
す
の
じ
ゃ

文
人
墨
客
？

そ
り
ゃ
わ
し
ら

の
こ
と
よ

さ
す
が
は

它た

山ざ
ん

先
生
、

繊
細
な
詩
を

詠
む
の
う
。

漢詩人 岡它
た

山
ざん

僧 志
し

静
じょう

文

書人生を謳
おう

歌
か

する人びとの書
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※
吉
田
東
洋
漢
詩
「
大
震
行
」

　

〈
自じ

嘲ち
ょ
う

し
禁き
ん

足そ
く

の
身
を
「
土
佐
罪
人
」
と
記
す
〉

※吉村虎太郎書状 仙頭勘右衛門宛　秦親公氏コレクション
    〈まるで浄瑠璃本のような独特の字体〉

※
中
岡
慎
太
郎
書
状
（
仙
頭
）
勘
右
衛
門
宛

　

秦
親
公
氏
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

〈
師
の
困
窮
を
思
い
や
る
慎
太
郎
24
才
頃
の
手
紙
〉

間崎哲馬戯書　高知県文教協会蔵
 〈人となりを現す豪快な筆跡〉

※竹村東野七言律詩「大震吟」 秦親公氏コレクション
    　〈天災は再びやってきたと鋭く書き記す〉

永
7
年
（
１
８
５
４
）
11
月

５
日
、
大
地
震
が
土
佐
を
襲

い
ま
し
た
。
当
時
江
戸
で
の
不
始

末
に
よ
り
謹
慎
中
だ
っ
た
元
土
佐

藩
仕
置
役
・
吉
田
正
秋
（
東
洋
）
は
、

直
後
に
作
っ
た
漢
詩
の
な
か
で
、

「
や
る
べ
き
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る

の
に
何
も
で
き
な
い
…
」
と
身
上

を
嘆
い
て
い
ま
す
。
一
方
の
竹
村

東と
う

野や

は
藩
士
（
足
軽
）
で
あ
り
漢

学
者
で
し
た
。
あ
り
の
ま
ま
の
郷

里
の
惨
状
を
漢
詩
に
込
め
、
後
世

の
人
び
と
へ
の
警
告
と
し
た
よ
う

で
す
。
二
人
と
も
江
戸
の
安あ

積さ
か

艮ご
ん

斎さ
い

の
弟
子
。
世
情
を
冷
静
に
分
析

し
、
実
行
す
る
能
力
が
あ
り
ま
し

た
。
後
に
二
人
の
私
塾
か
ら
は
多

く
の
俊
才
が
現
れ
ま
す
。

崎
哲
馬
（

浪
）
は
郷
士
の
息
子

で
し
た
。
若
く
し
て
安
積
艮
斎
の

弟
子
と
な
り
、
帰
国
し
た
後
、
高
知
城

下
に
お
い
て
私
塾
を
開
き
、
吉
村
虎
太

郎
や
中
岡
慎
太
郎
た
ち
を
導
き
ま
し
た
。

こ
っ
ち
は
若
さ
故
の
勢
い
を

感
じ
る
。
二
人
と
も
庄
屋
で

間
崎
殿
の
弟
子
だ
そ
う
な
。

極
端
に
右
上
が

り
の
筆
跡
は
面

白
い
。
個
性
的

な
青
年
じ
ゃ
。

嘉

間

自然の猛威に触れ、筆をとる

志士が遺した様々な想い
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※武市瑞山「懸崖紅菊図」秦親公氏コレクション

黒田虎関…漢詩人
徳弘保孝（石門）…画家

武市瑞山画帳

画帳より「鶴」と「亀」

※武市瑞山扇面画

戸
で
剣
術
修
行
中
、
土
佐
出
身
の
尊

王
攘
夷
派
と
意
気
投
合
し
た
武
市
半

平
太（
瑞
山
）は
土
佐
勤
王
党
を
結
成
し
ま
す
。

　
「
挙
藩
勤
王
」
を
目
指
し
て
激
し
く
政
治
運

動
を
展
開
し
た
彼
ら
で
し
た
が
、
暇
を
見
つ

け
て
は
国
元
の
家
族
に
手
紙
を
書
き
、
時
に

は
戯た

わ
む

れ
に
墨
画
を
描
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

限
ら
れ
た
空
間
に
そ
の
時
ど
き
の「
想
い
」

を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
作
品
に
は
、
あ
る
種

の
洒
落
っ
気
や
、
儚は

か
な

さ
の
よ
う
な
も
の
が
感

じ
ら
れ
ま
す
。

　

本
展
で
は
、
こ
う
し
た
美
術
的
な
資
料
も

併
せ
て
展
示
し
、
様
々
な
立
場
に
あ
っ
た
人

び
と
の
心
の
動
き
を
「
書
跡
」
や
「
作
品
」

の
な
か
に
見
て
い
き
ま
す
。　
　
　
（
野
本
）

　
※
印
の
あ
る
も
の
は
す
べ
て
当
館
初
公
開
で
す
。

ち
な
み
に
わ
し
は

黒
田
虎こ

関か
ん

、
隣
は

徳
弘
石せ

き

門も
ん

殿
じ
ゃ
。

展
示
室
で
待
っ
て

お
る
ぞ
よ
。

忙
し
い
の
に

よ
く
描
く
暇
が

あ
っ
た
も
の
よ
。

人
…画家

江 武
市
殿
は

美
人
画
も

得
意
だ
と
か
。

華麗なる余技の世界
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熊
本
地
震
の
発
生
か
ら
半
年
が
経
過
し
ま
し

た
。
徐
々
に
復
興
が
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
、

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
が
か
け
ら
れ
た
家
々
や
、
い
ま

だ
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
方
々
を

報
道
で
知
る
た
び
に
、
改
め
て
そ
の
被
害
の
大

き
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
す
。

　

近
頃
に
な
っ
て
、
こ
の
地
震
に
よ
る
文
化
財

の
被
害
状
況
の
報
告
が
耳
に
入
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
我
々
の
目
に
焼
き
付
い
て
離
れ

な
い
あ
の
痛
ま
し
い
熊
本
城
の
姿
が
教
え
て
く

れ
る
よ
う
に
、
今
回
の
地
震
で
は
建
造
物
に
大

き
な
被
害
が
出
た
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
の
特

徴
と
い
え
る
よ
う
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
多
く
の
動
産
資
料
が

津
波
に
よ
る
被
害
を
受
け
ま
し
た
の
で
、
塩
害

や
水
や
泥
な
ど
に
よ
る
汚
損
に
つ
い
て
の
ノ
ウ

ハ
ウ
は
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
被
災

文
化
財
に
は
あ
ま
り
活
か
す
場
が
な
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
現
在
、
様
々
な
機
関
が
連
携
し
建

造
物
を
中
心
と
し
た
被
災
文
化
財
の
修
復
に
向

け
て
動
き
出
し
て
い
ま
す
が
、
完
了
ま
で
に
は

莫
大
な
費
用
と
期
間
を
要
す
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
言
で
地
震
と
い
っ
て
も
被

災
の
種
類
（
揺
れ
、
津
波
、
土
砂
な
ど
）、
規

模
に
よ
っ
て
文
化
財
の
被
害
の
状
況
は
違
っ
て

き
ま
す
し
、
地
域
の
文
化
財
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や

大
学
等
研
究
機
関
の
有
無
に
よ
っ
て
、
求
め
ら

　

当
館
は
平
成
３
年
の
開
館
を
目
指
し
て
、
県

内
各
地
で
各
分
野
の
資
料
収
集
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
過
程
で
、
展
示
構
成
上
か
か
せ
な
い
資
料

で
個
人
等
が
所
蔵
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

寄
託
を

受
け
た

り
、
複

製
品
を

製
作
さ

せ
て
い

た
だ
い

た
り
し

て
い
ま
し
た
。

　

今
回
、
田
井
宣
男
様
よ
り
ご
寄
贈
い
た
だ
い

た
銅ど

う

矛ほ
こ
５
口
も
そ
の
一
つ
で
す
。
田
井
様
に
は
、

平
成
２
年
か
ら
こ
の
銅
矛
を
ご
寄
託
い
た
だ
き
、

常
設
展
の
弥
生
時
代
の
コ
ー
ナ
ー
に
お
い
て
四

半
世
紀
に
わ
た
り
展
示
を
い
た
し
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
思
い
が
け
ず
、
平
成
28
年
４
月
12
日
付

け
で
高
知
県
に
銅
矛
５
口
を
ご
寄
贈
い
た
だ
け

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
高
知
県
知

事
よ
り
田
井
様
に
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
当
館
館
長
が
伝
達
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

こ
の
銅
矛
は
、
昭
和
10
年
（
１
９
３
５
）
8

月
５
日
午
前
８
時
こ
ろ
高
岡
郡
松
葉
川
村
作
屋

地
区
（
現
四
万
十
町
）
へ
の
水
路
工
事
の
際
に

溝
を
開
墾
中
、
西
ノ
川
で
武
田
虎
次
氏
が
発
見

れ
る
レ
ス
キ
ュ
ー
の
体
制
や
文
化
財
修
復
の
ス

ピ
ー
ド
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
発
生
の
予
知
が
で
き
な

い
以
上
、
い
ま
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
防
災

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
最
も
重
要
な
の

は
、
命
を
守
る
た
め
の
防
災
で
す
が
、
文
化
財

を
守
る
た
め
の
防
災
へ
の
意
識
も
高
ま
っ
て
き

て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
寺
院
調
査
に
伺
っ
た
際
に
、
寺
宝
、

特
に
仏
像
の
耐
震
方
法
に
つ
い
て
ご
相
談
を
受

け
る
機
会
が
増
え
ま
し
た
。
仏
像
は
、
様
々
な

形
を
し
て
い
ま
す
。
座
っ
て
い
る
も
の
、
立
っ

て
い
る
も
の
、
手
の
ひ
ら
に
乗
る
く
ら
い
の
小

さ
な
も
の
か
ら
、
見
上
げ
る
高
さ
の
も
の
ま
で
。

ま
た
、素
材
も
木
、石
、粘
土
、金
属
な
ど
様
々

で
す
。
立
像
は
当
然
倒
れ
る
危
険
が
あ
り
ま
す

し
、
小
さ
な
像
で
あ
っ
て
も
地
震
の
混
乱
で
紛

失
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
必
ず
大
丈

夫
と
言
え
る
対
策
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ご
相

談
を
い
た
だ
く
度
に
、
ご
住
職
様
方
と
頭
を
ひ

ね
っ
て
い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
言
っ
て
、
大
変

難
し
い
課
題
で
す
。
こ
れ
ま
で
何
百
年
と
い
う

時
間
、
信
仰
の
力
が
守
り
継
い
で
き
た
寺
宝
を

必
ず
次
世
代
に
も
繋
い
で
い
く
た
め
、
仏
像
ご

と
に
最
善
の
防
災
を
模
索
す
る
日
々
が
続
い
て

い
ま
す
。◇　

　
　
　

◇　
　
　
　

◇

し
た
も
の
で
す
。
こ
の
地
域
で
は
、
水
路
を
開

墾
中
に
青
銅
器
が
発
見
さ
れ
る
例
が
多
い
の
で

す
。
発
見
当
時
、
土
佐
・
郷
土
史
の
父
と
呼
ば

れ
る
寺
石
正
路
に
銅
矛
の
研
究
を
依
頼
し
て
い

ま
す
。（『
高
知
新
聞
』
昭
和
10
年
８
月
11
日
）

そ
の
後
、
昭
和
45
年
に
日
本
考
古
学
協
会
青
銅

部
会
の
岡
本
健
児
氏
に
よ
り
発
見
地
の
学
術
調

査
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
は
、
高
知
県

で
初
め
て
学
術
調
査
さ
れ
た
銅
矛
埋ま

い

納の
う

遺
跡
で
、

銅
矛
は
土
佐
の
考
古
学
史
上
重
要
な
遺
物
と
な

り
ま
し
た
。

  

長
年
に
わ
た
り
文
化
財
を
個
人
で
保
護
さ
れ

た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
今
回

ご
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
厚
意
に
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

　

岡
本
・
曽
我

地
震
か
ら
寺
宝
を
守
る
た
め
に

弥
生
時
代
の
重
要
な
考
古
資
料

四
万
十
町
出
土
の
銅
矛
５
口
が
田
井
様
よ
り
寄
贈
さ
れ
ま
し
た 

田井宣男様（中央）へ高知県知事感謝状を伝達
2016年6月14日

展示中の銅矛５口

那
須　

望
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何
か
を
収
集
し
、
数
百
点
、
数
千
点
と
い

う
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
に
は
長
い
時

間
が
か
か
り
ま
す
。
収
集
家
は
、
そ
の
た
め

に
ど
れ
ほ
ど
の
情
熱
を
傾
け
て
愛
情
を
そ
そ

ぐ
こ
と
で
し
ょ
う
。
高
知
県
に
は
か
つ
て
郷

土
玩
具
の
傑
出
し
た
収
集
家
が
ふ
た
り
い
て
、

そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
当
館
が
収
蔵
し
て
い

ま
す
。
ひ
と
り
は
城
田
政
治
さ
ん
で
、
そ
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
茶
運
び
人
形
や
十
市
土

人
形
な
ど
一
級
の
資
料
が
入
っ
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
り
は
山
﨑
茂
さ
ん
で
、
郷
土
玩
具

な
ら
何
で
も
集
め
る
懐
の
深
さ
で
１
万
点
を

越
す
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
築
き
ま
し
た
。

　

山
﨑
さ
ん
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
干
支
の
玩

具
が
多
い
た
め
、
当
館
で
は
受
贈
し
て
か
ら

毎
年
、
干
支
の
玩

具
を
展
示
し
て
い

ま
す
。

　

７
年
目
の
今
回

は
、
酉
年
に
ち
な

む
鶏
の
玩
具
を
約

200
点
展
示
し
、
そ

の
個
性
豊
か
な
表

情
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
な
か
で
も
高

知
県
の
鶏
玩
具
は

充
実
し
て
お
り
、

　

昨
年
、
文
部
科
学
省
は
高
等
学
校
に
お
い

て
近
現
代
史
を
必
修
と
す
る
次
期
学
習
指
導

要
領
の
改
正
案
を
提
示
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

他
の
時
代
に
比
べ
、
近
現
代
史
の
知
識
・
理

解
の
定
着
率
が
低
い
こ
と
を
問
題
視
し
て
の

こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
育
界
で
近
現
代
史
の
重

要
性
が
高
ま
る
中
、
生
涯
学
習
施
設
と
し
て

の
側
面
を
持
つ
博
物
館
で
は
必
ず
し
も
近
現

代
史
重
視
の
方
向
に
は
向
か
っ
て
い
な
い
の

が
現
状
で
す
。
当
館
に
お
い
て
も
、
歴
史
分

野
の
守
備
範
囲
は
基
本
的
に
戦
時
中
ま
で
の

資
料
と
い
え
、
戦
後
以
降
の
歴
史
資
料
（
特

に
文
書
資
料
）
は
収
集
し
て
も
な
か
な
か
展

示
す
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

戦
後
か
ら
70
年
以
上
が
経
ち
、
昭
和
を
知

る
世
代
も
段
々
と
減
少
し
て
き
た
現
在
。
後

世
に
歴
史

を
伝
え
る

た
め
に
は

資
料
を
残

し
て
い
く

し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

特
に
、
公

文
書
館
施

設
の
な
い

丸
っ
と
愛
ら
し
い
香こ

う

泉せ
ん

人
形
や
ス
ラ
ッ
と
し

た
木
彫
り
人
形
な
ど
尾
長
鶏
の
玩
具
が
多
様

で
す
。

　

一
方
、
太
鼓
に
乗
る
姿
が
天
下
泰
平
を
示

す
と
い
う
中
国
の
伝
説
に
由
来
す
る
諫か

ん

鼓こ

鶏ど
り

は
、
福
岡
県
の
津
屋
崎
人
形
や
滋
賀
県
の
小

幡
人
形
な
ど
各
地
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
、

作
者
や
産
地
の
特
色
が
際
立
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
鶏
玩
具
に
は
他
の
干
支
玩
具
と
同

様
に
、
祈
り
や
願
い
が
こ
め
ら
れ
た
も
の
が

み
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
子
供
の
夜
泣
き
封
じ

の
ま
じ
な
い
に
名
古
屋
市
の
三
宝
荒
神
へ
奉

納
さ
れ
て
き
た
雌
雄
の
鶏
の
土
人
形
。
他
の

鶏
玩
具
に
も
雌
と
雄
、
親
鶏
と
雛
の
組
み
合

わ
せ
が
あ
り
、
ほ
っ
こ
り
し
ま
す
。

　

来
年
の
年
賀
切
手
に
な
っ
た

岡
山
県
の
倉
敷
張
り
子
を
は
じ

め
、
年
賀
切
手
の
鶏
玩
具
が

揃
っ
て
い
る
の
も
見
ど
こ
ろ
で

す
。

　

山
﨑
さ
ん
の
鶏
玩
具
を
中
心

に
、
今
回
は
城
田
さ
ん
の
も
の

も
展
示
し
て
、
ふ
た
り
の
収
集

家
魂
の
結
晶
を
ご
覧
に
入
れ
よ

う
と
思
い
ま
す
。
新
春
は
歴
民

館
で
か
わ
い
い
鶏
の
玩
具
を
お

楽
し
み
く
だ
さ
い
。

高
知
県
で
は
資
料
の
保
存
を
博
物
館
が
主
体

と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

と
は
い
え
、
博
物
館
の
学
芸
員
数
も
収
蔵

ス
ペ
ー
ス
も
限
界
が
あ
り
、
特
に
戦
後
資
料

に
関
し
て
は
新
規
収
集
が
大
変
厳
し
い
状
況

に
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
危
ぶ
ん

で
か
、
今
年
「
高
知
戦
争
資
料
保
存
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
が
結
成
さ
れ
る
な
ど
、
同
様
の
危

機
意
識
は
民
間
に
も
広
が
っ
て
い
ま
す
（
詳

細
は
楠
瀬
慶
太
「
高
知
戦
争
資
料
保
存
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
設
立
に
つ
い
て
」（『
地
方
史
研

究
』
383
、
２
０
１
６
年
）
を
参
照
）。

　

右
の
よ
う
な
民
間
団
体
と
も
協
力
し
つ
つ
、

県
内
で
所
在
把
握
さ
れ
た
戦
中
・
戦
後
資
料

を
展
示
し
、
皆
様
に
資
料
の
大
切
さ
を
伝
え

る
こ
と
が
当
館
を
含
め
た
公
立
博
物
館
の
責

務
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
将
来
を
見
据

え
、「
先
ず
隗か

い

よ
り
始
め
よ
」
の
故
事
に
あ

る
よ
う
に
、
先
ず
自
館
の
資
料
を
展
示
す
る

こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
。
そ
の
た
め
、
開

催
し
た
の
が
コ
ー
ナ
ー
展
「
終
戦
と
復
興
」

で
、
ほ
と
ん
ど
が
初
公
開
資
料
で
し
た
。
今

後
も
戦
中
・
戦
後
資
料
を
積
極
的
に
展
示
公

開
し
て
い
く
こ
と
で
、
資
料
を
後
世
に
残
す

大
切
さ
を
ご
理
解
い
た
だ
く
お
役
に
立
て
た

ら
本
望
に
思
い
ま
す
。

中
村　

淳
子

　

石
畑　

匡
基

コ
ー
ナ
ー
展
「
干
支
の
玩
具

　
酉
」
の
見
ど
こ
ろ

戦
後
資
料
の
活
用
―
コ
ー
ナ
ー
展

　
　

「
終
戦
と
復
興
」
を
終
え
て
―

コーナー展展示風景

全国各地の鶏の郷土玩具
　山﨑茂氏寄贈郷土玩具コレクションより
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れきみんニュース
　

平
成
28
年
10
月
９
・
10
日
の
２
日
間
、
旧
大
栃
高
校
（
香か

美み

市
物も

の

部べ

町
）
に
保
管

し
て
い
る
民
俗
資
料
を
一
般
に
公
開
し
ま
し
た
。
今
年
は
、
昨
年
の
一
般
公
開
を
き
っ

か
け
に
発
足
し
た
「
古
物
好
き
の
会
」 

や
物
部
の
お
隣
・
徳
島
県
那な

賀か

町
の
方
々
、
香

美
市
に
お
住
ま
い
の
方
々
ら
の
ご
協
力
で
、
脱だ

っ

穀こ
く

や
石い

し

臼う
す

、
木き

ん

馬ま

、
縄
な
い
体
験
を

実
施
し
、
い
ず
れ
も
好
評
で
し
た
。
公
開
調
査
で
は
ワ
ラ
や
樹
木
の
利
用
に
つ
い
て

学
び
ま
し
た
。
高
知
工
科
大
学
の
物
部
の
空
撮
映
像
も
注
目
さ
れ
ま
し
た
。　
（
梅
野
）

　

全
国
の
ご
当
地
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
集
ま
っ
た
「
ご
当
地
キ
ャ
ラ
祭
り
in
須
崎
」
に

若
武
者
も
と
ち
か
君
も
参
加
し
ま
し
た
。
県
内
外
の
人
気
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
約
110

体
も
登
場
す
る
と
あ
っ
て
、
来
場
者
は
２
日
間
で

９
万
５
千
人
と
大
賑
わ
い
。
も
と
ち
か
君
も
お
と
も

だ
ち
と
写
真
を
撮
っ
た
り
、
Ｐ
Ｒ
ス
テ
ー
ジ
を
こ
な

し
た
り
と
、
し
っ
か
り
当
館
を
宣
伝
し
て
く
れ
ま
し

た
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち
の
元
気
と
お
客
様
の
熱
気

で
、
ま
だ
ま
だ
暑
さ
全
開
の
９
月
で
し
た
。

　
　

こ
う
ち
ま
ん
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル　

平
成
28
年
10
月
29
日（
土
）・
30
日（
日
）

　

ま
ん
が
王
国
・
土
佐
を
代
表
す
る
お
祭
り
「
こ
う
ち
ま
ん
が
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」、

通
称
「
ま
ん
さ
い
」。
高
知
市
文
化
プ
ラ
ザ
か
る
ぽ
ー
と
で
開
催
さ
れ
た
こ
の
イ
ベ

ン
ト
に
は
県
内
の
ご
当
地
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
じ
も
き
ゃ
ら
」
が
大
集
合
と
い
う
こ
と

で
、
当
館
代
表
と
し
て
、
も
と
ち
か
君
が
参
加
し
ま
し
た
。
会

場
内
で
は
名
刺
を
配
り
な
が
ら
広
報
活
動
に
勤
し
み
、
ス
テ
ー

ジ
イ
ベ
ン
ト
「
じ
も
き
ゃ
ら
ス
テ
ー
ジ
」
で
は
た
く
さ
ん
の
お

客
様
か
ら
「
も
と
ち
か
君
コ
ー
ル
」
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
も

と
ち
か
君
の
人
気
も
上
が
っ
て
き
た
か
な
？
と
手
応
え
を
感
じ

る
、嬉
し
い
10
月
で
し
た
。                          （
総
務
事
業
課
）

第
５
回 

旧
大
栃
高
校
民
俗
資
料
一
般
公
開

も
と
ち
か
君
大
活
躍 

　

第
３
回
ご
当
地
キ
ャ
ラ
祭
り
in
須
崎　

平
成
28
年
９
月
10
日（
土
）・
11
日（
日
）

　

特
別
展
「
発
掘
さ
れ
た
日
本
列
島
２
０
１
６
」
の
開
催
に
合
わ
せ
、

平
成
２
年
に
岡
豊
城
跡
か
ら
出
土
し
た
「
犬
形
土
製
品
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
キ
ー

ホ
ル
ダ
ー
を
発
売
し
ま
し
た
。
こ
の
「
犬
形
土
製
品
」
は
、
調
査
の
結
果
、
戦
国
時

代
の
も
の
と
の
こ
と
。
長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の
人
が
触
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
え
て
出
土
し
た
そ
の
ま
ま
の
形
を
生
か
し
、
右
耳
や
左
前
足
は
欠
け
た
ま
ま
で

す
が
、「
岡
豊
城
跡
で
出
土
し
た
」
他
に
は
無
い
も
の
で
す
。
実
物
も
4.6
㎝
と
小
さ

く
、
目
立
た
な
い
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
か
わ
い
い
姿
を
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

シ
ョ
ッ
プ
で
も
、
展
示
室
で
も
、
是
非
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。　
（
総
務
事
業
課
）

つ
い
に
登
場
！

「
犬
形
土
製
品
」
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー

カナバシ（千歯扱き）で
脱穀実演

オイコを実演する
松本善夫さん、弘一さん兄弟

会場をめぐるガイドツアー

石臼体験

木馬体験

ワラ縄を見せながら
説明する萩野雄三さん

お
お
ど
ち
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平成29年 1月～3月の催し

企画展

2017年 １月29日(日)
～５月10日(水)

●連続講座 14:00～16:00　●要予約
・2017年3月20日(祝･月）「筆跡からみる龍馬」
　講師：高知県立坂本龍馬記念館学芸員　三浦夏樹氏
・2017年3月25日(土）「筆跡からみる慎太郎」
　講師：中岡慎太郎館学芸員　豊田満広氏
●ミュージアムトーク「書跡にみる人物群像の見所」
　●担当学芸員・予約不要　※講座・ミュージアムトーク共に観覧券要
　3月19日(日)､26日(日)14:00～14:30

幕末の土佐
－書跡にみる人物群像－

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/̃rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp
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　封建社会の限界・矛盾を感じ、我が国を近
代国家へ脱皮させるために立ち上がった人び
とを「草

そう

莽
もう

の志士」と呼びます。彼らの多くは
身分の低い下級武士や庄屋でしたが、当代
一流の思想・学術・文芸の師について学んで
おり、高い教養を身に付けていました。命が
けで国事に奔走していた彼らは、常に死を意
識していたため、家族や同志に頻繁に手紙を
書き、時には和歌を詠み、戯れに水墨画を描くこともありました。
　｢志国高知 幕末維新博」関連企画第１弾となる本展では、こうした志士
たちの遺した「書跡」を中心に、幕末をエネルギッシュに生き抜いた人びと
の人間性や「志」の源流を探ります。
　※３月４日から後期展として展示替を行います。

  ハガマ、おひつ、アンカ、炭火アイロン、洗濯板…、
昭和の香りのする民具たちです。小学校の昔のくら
しの授業にもピッタリ。

2017年
1月2日（月）～3月5日（日）

昔のくらしの道具

　文化庁編　発掘された日本列島2016
　　　　　　新発見考古速報
  歴民館受付　書店でも販売中
  Ｂ５版　72頁　1,994円（送料レターパックライト360円）

　高知県立歴史民俗資料館研究紀要第20号
　Ａ４版　74頁　700円（送料300円）
［論文］
　「民具収集についての走り書き的覚書
　　－「高知県」という広がりの中で－」…香月洋一郎
［研究ノート］
　「南国市久礼田熊野神社の銅戈」……………森田尚宏
　「熊野神社の銅戈をめぐって」………………岡本桂典
　「高知県南国市久礼田熊野神社所蔵銅戈のＸ線
　　透過撮影および蛍光Ｘ線分析について」…魚島純一
　「企画展「長宗我部遺臣それぞれの選択」の構成
　　内容を振り返って」…………………………野本　亮
［史料紹介］
　「竹心遺書」について…………………………野本　亮

新 刊 紹 介

　酉にちなむ鶏の郷土玩具展です。山﨑茂さん
のコレクションを中心に約200点紹介します。

●ミュージアムトーク　1月2日(月）14:00～14:30
　 ●担当学芸員・予約不要・要観覧券
●ワクワクワーク「土佐和紙漆喰張り子 とりの絵付け」
　 1月21日(土）14:00～15:30　講師：草流舎 田村多美氏 
　 ●要予約（定員30名) ・参加費1,500円

干
え

支
と

の玩具
2016年　　　　　　　2017年
12月24日(土)～1月31日(火)

とり
コーナー展

コーナー展

大津絵十二支土鈴 酉
（滋賀県）

土佐和紙漆喰張り子
チャボ(高知県)

2016年12月27日(火)～2017年1月1日(日)
年末年始の休館日のお知らせ

図録

研究紀要

　郷土玩具のおひなさまや大正・昭和時代の内裏
雛、段飾り雛などを展示します。
●ミュージアムトーク　2月25日(土）14:00～14:30
  ●担当学芸員 予約不要・要観覧券

おひなさま
2月4日(土)～
　　3月14日(火)

コーナー展

三次人形（広島県）

吉田東洋詩書


