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資
料
見
聞

湯
た
ん
ぽ

湯たんぽ　　左から香南市鍵山糸氏寄贈、大豊町上村登氏寄贈、南国市松木氏寄贈

行
あん

火
か

　　土佐市　馬場俊清氏寄贈

　

電
気
を
使
わ
な
い
の
で
環
境
に
良
い
と
最
近
見
直
さ
れ
て
い
る
の

が
湯
た
ん
ぽ
で
す
。

  

冬
の
寒
い
時
、
熱
湯
を
入
れ
て
蒲ふ

団と
ん

の
足あ

し

下も
と

へ
入
れ
て
使
い
ま
し

た
。
お
湯
が
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
蓋ふ

た

を
し
、
火や

傷け
ど

し
な
い
よ
う
に
厚

い
布
を
巻
い
た
り
し
ま
し
た
。
最
初
は
ヌ
ク
ヌ
ク
で
す
が
、
蒲
団
の

中
が
暖
ま
っ
て
い
く
と
、
逆
に
冷さ

め
て
い
く
の
で
、
必
要
以
上
に
熱

く
な
ら
ず
に
体
に
や
さ
し
い
の
が
特
徴
で
す
。
朝
方
は
中
の
お
湯
を

洗
顔
に
も
使
え
ま
す
。

  

た
だ
、
お
湯
を
沸わ

か
し
て
入
れ
る
の
が
一ひ

と

手て

間ま

で
、
電
気
ア
ン
カ

が
普
及
す
る
と
姿
を
消
し
ま
し
た
が
、
か
つ
て
は
行あ

ん

火か

と
並
ん
で
お

年
寄
り
や
冷
え
症
の
方
に
は
欠
か
せ
な
い
道
具
で
し
た
。

  

写
真
の
湯
た
ん
ぽ
は
陶と

う

器き

製せ
い

で
、
左
は
旧
香
我
美
町
、
中
は
大
豊

町
、
右
は
南
国
市
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
左
の
タ
イ
プ
は

こ
れ
以
外
に
三
個
収
集
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
タ
イ

プ
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
陶
製
の
湯
た
ん
ぽ
や
火
鉢
の
生
産

は
滋
賀
県
の
信し

が

楽ら
き

が
有
名
で
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
ど
こ
の
産

な
の
か
は
不
明
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
梅
野
）
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昭
和
三
〇
～
四
〇
年
代
は
日
本
人
の
生
活

が
激
変
し
た
時
代
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
近
代
化
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

旧
来
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
一
度
に
変
わ
る
こ
と

は
な
く
、
そ
こ
こ
こ
に
古
い
生
活
習
慣
が

残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
戦
後
の
高
度
経

済
成
長
に
よ
っ
て
激
変
し
、
そ
れ
ま
で
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
一
掃
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

確
か
に
こ
の
五
〇
年
間
で
生
活
は
便
利
に

な
り
ま
し
た
。
洗
濯
機
、
掃
除
機
な
ど
日
々

の
仕
事
を
代
行
し
て
く
れ
る
機
械
の
登
場
で
、

家
事
労
働
の
時
間
が
軽
減
さ
れ
、
女
性
の
社

会
進
出
が
可
能
に
な
る
な
ど
大
き
な
変
化
が

起
き
て
い
ま
す
。

　

で
す
が
、
そ
の
一
方
で
豊
か
な
生
活
を
支

え
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
問
題
が
生

じ
た
り
、
あ
ま
り
に
便
利
に
な
っ
た
た
め
に

人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
か
ら
生
ま
れ
る
温ぬ

く

も

り
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
に

よ
っ
て
今
の
生
活
を
見
直
す
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、
当
館
が
、
開
館
準

備
の
期
間
も
含
め
て
約
三
〇
年
間
に
わ
た
っ

て
集
め
た
民
俗
資
料
の
中
か
ら
、
衣
食
住
の

民
具
を
展
示
し
ま
す
。

　

知
っ
て
い
る
人
に
は
な
つ
か
し
く
、
知
ら

な
い
人
に
は
面
白
い
資
料
が
並
び
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

◆
家
は
木
や
草
や
竹
や
土
で
で
き
て
い
た

　

歴
民
に
は
、
津
野
町
（
旧
東
津
野
村
）
高た

か

野の

か
ら
平
成
二
年
に
移
築
し
た
山
村
の
民

家
・
味み

元も
と

家
（
登
録
有
形
文
化
財
）
が
あ
り

ま
す
。
は
じ
め
て
見
た
人
が
驚
く
の
は
大
き

な
草
葺
き
の
屋
根
で
し
ょ
う
。
「
雨
漏
り
し

ま
せ
ん
か
」
と
の
質
問
も
よ
く
あ
り
ま
す
が
、

厚
く
巧
み
に
葺
か
れ
た
草
屋
根
は
水
が
漏も

る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

骨
組
み
の
柱
や
梁は

り

は
木
、
壁
は
土
や
竹
、

障
子
は
木
と
紙
で
す
。
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
の
よ

う
な
気
密
性
は
無
く
、
冬
は
冷
た
い
外
気
が

し
の
び
こ
み
ま
す
が
、
夏
は
厚
い
草
屋
根
が

熱
気
を
遮し

ゃ

断だ
ん

し
、
開
放
的
な
造
り
か
ら
涼
し

げ
で
す
。
草
葺
き
の
屋
根
は
、
何
十
年
に
一

度
葺
き
替
え
る
な
ど
大
が
か
り
な
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
が
必
要
で
す
が
、
そ
れ
を
行
な
う
こ
と

で
長
持
ち
し
ま
す
。

　

今
の
家
は
瓦
屋
根
な
ど
に
変
わ
り
、
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
作
ら
れ
る
な
ど
、
草
屋
根

に
比
べ
れ
ば
火
事
に
は
強
い
の
で
す
が
、
中

に
は
、
新
建
材
に
用
い
ら
れ
て
い
る
物
質
や

カ
ビ
を
防
ぐ
た
め
の
薬
や
防
腐
剤
が
住
む
人

に
ア
レ
ル
ギ
ー
を
引
き
起
こ
す
場
合
が
あ
る

よ
う
で
す
。
す
べ
て
身
の
回
り
の
自
然
の
素

材
で
造
ら
れ
て
い
た
昔
の
家
で
は
あ
り
え
な

い
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

◆
薪た

き
ぎや

炭
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
だ

  

昔
の
家
の
中
心
に
は
ヘ
ソ
の
よ
う
に
イ
ロ

リ
が
作
ら
れ
て
ま
す
。
イ
ロ
リ
は
火
を
焚
く

場
所
で
、
食
事
を
作
っ
た
り
、
冬
は
暖
を
と

り
、
明
か
り
の
道
具
が
少
な
か
っ
た
頃
は
最

大
の
照
明
に
な
る
な
ど
、
ま
さ
に
家
の
く
ら

し
の
中
心
で
し
た
。
イ
ロ
リ
に
は
薪
が
く
べ

ら
れ
、
煙
が
出
る
と
家
の
中
に
漂た

だ
よ

い
ま
し
た

が
、
そ
の
煙
に
燻い

ぶ

さ
れ
て
害
虫
が
つ
か
ず
家

は
長
持
ち
し
た
の
で
す
。
薪
は
近
く
の
山
か

ら
農
閑
期
な
ど
に
ま
と
め
て
切
っ
て
来
る
の

が
習
い
で
し
た
。

　

別
の
部
屋
や
屋
外
で
明
か
り
を
用
い
る
た

め
に
は
、
江
戸
時
代
に
は
ロ
ウ
ソ
ク
を
使
っ

た
行あ

ん

灯ど
ん

や
提ち

ょ
う

灯ち
ん

が
使
わ
れ
、
明
治
以
後
は
ラ

ン
プ
が
普
及
し
ま
し
た
が
、
や
が
て
電
気
が

通
じ
る
と
と
も
に
、
明
か
り
の
民
具
は
消
え

て
い
き
ま
し
た
。

　

炭
は
、
煙
が
出
ず
、
熱
が
持
続
し
、
し
か

も
コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
と
い
う
優
れ
も
の
で

し
た
。
簡
単
に
移
動
で
き
る
火
鉢
や
、
寝
る

時
に
布
団
の
中
に
入
れ
る
行あ

ん

火か

も
、
炭
が

あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
暖
房
用
具
も
石
油
や
電
気
、

ガ
ス
な
ど
の
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
た

ス
ト
ー
ブ
や
こ
た
つ
、
エ
ア
コ
ン
な
ど
に
姿

を
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

味元家住宅。厚く葺かれたカヤ屋根が夏の日射しを遮断する

火鉢（佐川町）
手あぶりとも呼ばれる小型のも
ので、お客の時などに使用。

企画展
「
昔
の
く
ら
し
博
物
館 

―
失
わ
れ
ゆ
く
衣
食
住
の
民
具
― 

」
に
よ
せ
て

平
成
20
年
12
月
19
日
（
金
）
～
平
成
21
年
３
月
１
日
（
日
）　
　

学
芸
専
門
員　

梅
野
光
興
・
中
村
淳
子
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◆
水
を
汲
む
の
は
重
労
働
だ
っ
た

  

今
で
こ
そ
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
ま
す

が
、
近
代
的
な
水
道
が
普
及
す
る
ま
で
は
、

井
戸
や
川
か
ら
桶お
け

に
汲
ん
で
く
る
以
外
に
水

を
手
に
入
れ
る
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

汲
ん
で
き
た
水
は
ハ
ン
ド
と
い
う
カ
メ
に
溜

め
、
柄ひ

し
ゃ
く杓

で
汲
ん
で
使
い
ま
し
た
。
水
は
、

飲
み
水
を
は
じ
め
、
炊
事
、
洗
濯
、
入
浴
な

ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
使
い
ま
し
た
。
運
ぶ

の
は
重
労
働
だ
っ
た
の
で
、
貴
重
な
水
を
大

事
に
大
事
に
使
い
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
電
気
洗
濯
機
な
ど
は
な
く
、
タ

ラ
イ
に
水
を
入
れ
て
洗
濯
板
を
使
っ
て
洗
う

の
が
一
般
的
な
光
景
で
し
た
。
お
風
呂
も
毎

日
入
る
こ
と
は
な
く
、
夏
は
タ
ラ
イ
に
水
を

は
っ
て
行ぎ

ょ
う

水ず
い

を
し
ま
し
た
。

◆
大
き
く
変
わ
っ
た
食
事
の
場

　

現
在
の
食
卓
は
、
洋
風
の
テ
ー
ブ
ル
で
椅

子
に
腰
掛
け
る
か
、
畳
の
間
で
座
卓
を
囲
ん

で
食
べ
る
の
が
一
般
的
で
す
が
、
か
つ
て
は

机
の
よ
う
な
も
の
は
使
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

各
自
専
用
の
箱
膳
（
膳
箱
）
を
台
に
し
て
イ

ロ
リ
の
周
り
で
食
事
を
し
ま
し
た
。
チ
ャ
ブ

台
と
い
う
円
形
の
座
卓
が
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
治
時
代
以
後
の
こ
と
で
し
た
。

  
台
所
も
、
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
移
築

し
て
き
た
味
元
家
に
は
台
所
が
無
く
、
一
体

ど
こ
で
炊
事
し
て
い
た
の
か
と
聞
か
れ
ま
す

が
、
実
は
家
の
中
に
は
台
所
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
時
代
に
よ
っ
て
は
土
間
に
簡
単
な

水
場
（
炊
事
場
）
を
設
け
た
り
し
て
い
ま
し

た
が
、
さ
し
か
け
屋
根
で
母
屋
の
外
に
設
け

た
り
し
て
い
た
の
で
す
。
も
と
も
と
土
佐
で

は
炊
事
場
は
屋
外
に
小
屋
が
け
す
る
の
が
一

般
的
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
が
便
所
や
風

呂
場
と
と
も
に
家
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
最
新
式
の
家
で
は

ダ
イ
ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
は
、
家
の
中
心
の
位

置
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
お
わ
り
に

  

劇
的
な
変
化
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
使
わ
れ

て
き
た
生
活
道
具
は
不
要
品
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
し
て
ゴ
ミ
と
し
て
大
量
に
捨
て

ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
道
具
の
中
に

は
古
代
や
中
世
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
形
式
の

物
も
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
私
た
ち
の
親

や
祖
父
母
、
祖
先
た
ち
か
ら
代
々
引
き
継
が

れ
て
き
た
物
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
民
具

に
は
何
百
年
、
時
に
は
千
年
以
上
に
わ
た
る

庶
民
の
歴
史
や
生
き
方
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

当
館
を
は
じ
め
県
内
各
地
の
資
料
館
で
は
、

土
佐
人
の
生
き
様
を
伝
え
る
た
め
に
、
そ
れ

ら
の
道
具
＝
民
具
を
集
め
、
大
切
に
保
管
し

て
い
ま
す
。
民
具
を
見
な
が
ら
、
昔
の
人
の

知
恵
と
工
夫
を
学
び
、
今
の
生
活
を
振
り

返
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

  

な
お
、
今
回
の
企
画
展
は
、
高
知
市
春
野

郷
土
資
料
館
で
一
二
月
一
九
日
（
金
）
か
ら

二
月
一
日
（
日
）
ま
で
開
催
さ
れ
る
「
昔
の

し
ご
と
資
料
館
」
と
連
携
し
て
開
催
し
ま
す
。

行灯
中にロウソクなどを入れ、
周りに紙を貼った

水くみ桶（旧物部村）
 川や井戸から水を汲んだ

炭火アイロン（大豊町）
形は今のアイロンだが電気
ではなく炭火を入れる

膳箱（旧物部村）
家族一人一人が持っており、中に
食器や箸を入れ食事の度に使った

皿鉢（佐川町）
お客（宴会）の時刺身や料理を
盛った

洗濯板（高知市）洗濯機以前は
タライに洗濯板で衣類を洗った

火のし（南国市）
炭火を入れて服のシワを伸ばす
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本
年
七
月
二
八
日
、
岡
豊
城
跡
が
「
わ
が

国
の
歴
史
の
正
し
い
理
解
に
欠
く
こ
と
が
で

き
ず
、
且
つ
、
そ
の
遺
構
の
規
模
、
遺
構
、

出
土
遺
物
等
に
お
い
て
学
術
上
価
値
の
あ
る

城
跡
に
あ
た
る
」
と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ

れ
た
。
本
県
に
と
っ
て
は
国
指
定
史
跡
と
し

て
は
一
〇
件
目
、
三
〇
年
ぶ
り
の
指
定
で
あ

り
県
民
の
関
心
も
高
か
っ
た
。

　

岡
豊
城
跡
の
所
在
す
る
岡
豊
山
は
、
昭
和

一
一
年
に
所
有
者
に
よ
っ
て
「
長ち

ょ
う
そ宗

我か

部べ

岡

豊
城
跡
西
田
公
園
」
と
し
て
公
園
化
さ
れ
た
。

昭
和
四
五
年
に
は
所
有
者
が
変
わ
っ
て
一
層

整
備
さ
れ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
も
建
設
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
昭
和
三
〇
年
二
月
に
は
、
「
詰つ

め

ノ

段
」
を
中
心
に
県
指
定
の
史
跡
に
、
昭
和

四
五
年
一
二
月
に
は
「
伝
・
厩う

ま
や
あ
と跡

曲く
る

輪わ

」
が

南
国
市
指
定
史
跡
と
な
っ
た
。

　

昭
和
五
八
年
八
月
に
は
、
高
知
県
立
歴
史

民
俗
資
料
館
の
建
設
地
に
選
定
さ
れ
、
昭
和

六
〇
年
か
ら
城
跡
の
整
備
と
、
保
存
活
用
の

た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
の
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
た
。
調
査
に
よ
っ
て
詰
に
は
重
層

構
造
の
建
物
が
、
ま
た
詰
下
段
や
三
ノ
段
に

も
礎そ

石せ
き

建
物
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら

に
四
ノ
段
に
は
安あ

づ
ち
じ
ょ
う

土
城
で
も
確
認
さ
れ
て
い

る
最
新
技
術
を
駆
使
し
た
虎こ

口ぐ
ち

遺
構
な
ど
が

す
め
、
総
城
郭
化
し
た
形
跡
も
知
る
こ
と
も

で
き
、
城
跡
の
規
模
の
広
が
り
も
確
認
で
き

た
。
こ
れ
ら
の
学
術
的
評
価
が
国
指
定
に
つ

な
が
っ
た
。

　

い
よ
い
よ
史
跡
と
し
て
の
整
備
、
活
用
の

充
実
を
効
率
的
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
早
期
に
実
施
計
画
を
策
定

し
、
こ
れ
に
基
づ
く
計
画
的
な
事
業
推
進
が

必
要
で
あ
る
。
過
去
の
発
掘
調
査
で
数
々
の

遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
遺
構

を
い
か
に
良
好
な
形
で
保
存
す
る
か
。
ま
た

建
造
物
跡
は
一
部
分
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、

学
術
的
見
地
に
た
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
復
元

的
な
手
法
も
用
い
て
、
訪
ね
る
人
々
の
理
解

し
や
す
い
整
備
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
中
世
城
跡
の
シ
ン
ボ
ル
的

遺
構
で
あ
る
堀ほ

り

切き
り

や
竪た

て

堀ぼ
り

、
土ど

塁る
い

の
整
備
、

そ
れ
に
南
北
両
斜
面
や
、
伝
・
厩
跡
曲
輪
の

西
丘
陵
な
ど
は
未
調
査
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

部
分
に
つ
い
て
の
縄
張
り
図
の
作
成
に
よ
る

城
跡
全
貌
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
。

　

高
知
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
の
効
果
的
活

用
も
重
要
で
あ
る
。
近
年
、
織し

ょ
く
ほ
う豊
城
郭
の
研

究
も
進
展
し
、
岡
豊
城
跡
へ
の
評
価
も
ま
た

長
宗
我
部
氏
へ
の
関
心
も
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

岡
豊
城
跡
や
長
宗
我
部
氏
に
関
す
る
史
・
資

料
の
積
極
的
な
発
掘
と
収
集
・
研
究
、
そ
し

て
館
内
の
展
示
内
容
も
含
め
、
長
宗
我
部
氏

研
究
の
、
ま
た
情
報
発
信
の
拠
点
と
し
て
活

用
で
き
る
館
の
位
置
づ
け
、
性
格
付
け
が
必

要
で
あ
り
課
題
で
も
あ
る
。

次
々
に
確
認
さ
れ
、
防
御
堅
固
な
構
造
を
も

つ
岡
豊
城
跡
の
性
格
が
解
明
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
詰
の
建
物
は
瓦
葺
き
で
、
そ
れ
も
天
正

三
（
一
五
七
五
）
年
の
紀
年
銘
を
も
つ
瓦
の

出
土
か
ら
、
全
国
の
城じ

ょ
う
か
く郭

の
な
か
で
も
い
ち

早
く
瓦
葺
建
物
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
平
成
一
三
年
の

南
斜
面
の
調
査
で
は
、
外そ

と

堀ぼ
り

機
能
を
果
た
し

て
い
る
国こ

く

分ぶ

川が
わ

側
か
ら
登
城
す
る
虎
口
が
検

出
さ
れ
た
。

　

周
辺
の
縄
張
り
調
査
か
ら
は
、
長
宗
我
部

氏
が
岡
豊
城
を
土
佐
統
一
の
中
心
的
役
割
を

果
た
す
城
郭
と
し
て
丘
陵
全
体
の
整
備
を
す

れきみん
トピックス
れきみん
トピックス

岡お
こ
う
じ
ょ
う
せ
き

豊
城
跡
国
史
跡
指
定
と
な
る

館
長　

宅
間
一
之

国分川からの岡豊城跡

空
か
ら
見
た
岡
豊
城
跡
と
城
下
の
岡
豊
新
町
跡
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歴
民
館
の
パ
テ
ィ
オ
（ 

７ 

）

土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
三
部
作

館　

長　

宅　

間　

一　

之

　

様
々
な
文
化
的
事
業
へ
の
貢
献
で
高
い
評

価
を
受
け
て
い
る
高
知
県
文
教
協
会
よ
り
、

貴
重
な
幕
末
維
新
期
の
資
料
が
寄
託
さ
れ
ま

し
た
。

  

こ
の
二
百
点
に
も
及
ぶ
資
料
の
多
く
は
、

も
と
も
と
同
協
会
の
前
身
と
も
い
え
る
高
知

県
教
育
会
が
設
立
し
た
「
土
佐
記
念
館
」
に

収
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。

  

記
録
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
九
年
三
月
に
第

一
回
目
の
陳
列
会
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、

そ
の
際
、
県
内
外
在
住
の
志
士
の
子
孫
か
ら

資
料
の
寄
託
・
寄
贈
を
受
け
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

昭
和
五
九
年
、
同
資
料
群
を
調
査
し
た
維

新
殉
難
志
士
顕
彰
委
員
会
委
員
長
・
横
川
正

郎
氏
や
、
宮
地
佐
一
郎
氏
ら
に
よ
っ
て
、
坂

本
龍
馬
の
真
筆
（
望
月
清
平
宛
）
が
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
大
変
注
目
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
平
成
九
年
に
は
、
資
料
群
の

な
か
で
も
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
量
が
あ
る
、

望も
ち

月づ
き

亀か
め

弥や

太た

・
間ま

崎さ
き

滄そ
う

浪ろ
う

の
書
簡
な
ど
を
解

読
し
た
『
維
新
志
士
の
手
紙
』
が
協
会
か
ら

刊
行
さ
れ
、
そ
の
資
料
価
値
が
一
層
高
ま
り

ま
し
た
。 

　

当
館
で
は
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
き
た

こ
れ
ら
の
資
料
は
も
と
よ
り
、
全
く
世
に
出

て
い
な
い
そ
の
他
の
資
料
も
随
時
調
査
を
行

い
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、
前
述
し
た
望
月
・
間

崎
関
係
の
文
献

資
料
の
他
、
間

崎
滄
浪
切
腹
時

の
袴は

か
ま

、
同
切
腹

時
の
短
刀
拵

こ
し
ら
え

、

望
月
亀
弥
太
所

用
の
鍔つ

ば

な
ど
も

併
せ
て
展
示
す

る
予
定
で
す
。

(

野
本
・
片
岡)

土佐記念館陳列室の外観写真（推定）

袴（間崎滄浪切腹時着用）

維
新
の
志
士
た
ち
の
遺
品

　
　
―
高
知
県
文
教
協
会
所
蔵
資
料
か
ら
―

平
成
21
年
１
月
２
日
（
金
）
～
３
月
１
日
（
日
）

テーマ
展示

　

当
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
に
三
冊

の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
並
ん
で
い
る
。
『
国
府

史
跡
を
め
ぐ
る
』
と
『
岡
豊
城
跡
』
そ
れ
に

『
探
訪　

長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の
地
』
で
あ

る
。

　

『
国
府
史
跡
を
め
ぐ
る
』
は
国
府
史
跡
保

存
会
の
手
に
な
る
も
の
で
、
著
者
の
故
乾い

ぬ
い

常つ
ね

美み

さ
ん
の
懇
切
丁
寧
な
解
説
、
国
府
史
跡
に

寄
せ
る
熱
い
思
い
が
行
間
に
あ
ふ
れ
、
そ
こ

に
執
務
し
た
紀き

の

貫つ
ら

之ゆ
き

に
思
い
を
は
せ
て
雅
の

里
に
人
々
を
誘い

ざ
な

う
。

　

『
岡
豊
城
跡
』
は
当
館
が
国
指
定
を
記
念

し
て
の
出
版
で
あ
る
。
発
掘
さ
れ
た
長
宗
我

部
氏
の
城
、
そ
の
遺
構
は
土
の
城
か
ら
石
の

城
へ
の
過
渡
期
の
城
の
姿
を
説
得
力
を
も
っ

て
説
い
て
い
く
。
四
国
戦
国
期
の
代
表
城
郭

と
誇
っ
て
人
々
を
誘
う
。

　

『
探
訪　

長
宗
我
部
氏
ゆ
か
り
の
地
』
は

土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
地
区
振
興
協
議
会
の
編
集

で
あ
る
。
長
宗
我
部
氏
戦
勝
の
エ
リ
ア
か
ら
、

栄
光
の
舞
台
、
そ
し
て
哀
れ
を
誘
う
末
路
の

地
へ
と
、
栄
枯
盛
衰
の
戦
国
の
世
を
思
わ
せ

つ
つ
三
二
カ
所
の
史
跡
に
人
々
を
誘
う
。

　

近
年
、
若
者
た
ち
の
間
で
の
長
宗
我
部
氏

へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
で
の
人
気
急
上
昇
と
も
言
う
。

し
か
し
動
機
も
な
く
仕
掛
人
も
い
な
け
れ
ば

こ
と
の
盛
り
上
が
り
は
な
い
。
当
館
制
作
の

ス
ト
ラ
ッ
プ
・
青
年
武
将
「
長
宗
我
部
も
と

ち
か
君
」
も
、
国
指
定
記
念
の
切
手
シ
ー
ト

も
好
調
な
売
れ
行
き
で
あ
る
。

　

「
土
佐
の
ま
ほ
ろ
ば
三
部
作
」
。
こ
れ
を

開
い
て
そ
の
地
で
歴
史
の
語
り
を
聞
く
。
そ

こ
は
新
し
い
目
を
開
か
せ
て
く
れ
、
歴
史
を

一
層
身
近
な
も
の
に
し
て
く
れ
る
。
訪
ね
確

か
め
る
愉た

の

し
さ
が
沸
き
あ
が
っ
て
く
る
。
こ

こ
に
史
跡
探
訪
の
醍
醐
味
が
あ
る
。

左から『ガイドブック 国府史跡をめぐる』､『国指定
史跡 岡豊城跡』､『探訪 長宗我部氏ゆかりの地』
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

明
治
時
代
の
逓て
い
そ
う
し
ゃ

送
車
発
見
さ
る

『
土
陽
新
聞
』
の
民
具
の
広
告

考
古

歴
史

民
俗

　

南
国
市
岡
豊
町
八
幡
通
称
岡
豊
山
に
あ
る
岡
豊
城
跡
は
、

昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
二
月
一
五
日
に
高
知
県
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
、
本
年
七
月
二
八
日
に
は
、
国
の
指
定
史
跡
と

な
り
ま
し
た
。
岡
豊
城
跡
は
長
宗
我
部
氏
の
居
城
跡
で
す
が
、

城
が
造
ら
れ
る
以
前
の
人
々
の
足
跡
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
岡
豊
山
の
遺
跡
に
つ
い
て
、
土
佐
の
考
古
学
史
を
繙
ひ
も
と

い
て
み
ま
し
ょ
う
。　

　

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
一
〇
月
二
五
日
の
『
高
知
新

聞
・
土
陽
新
聞
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
長
岡
郡
岡
豊
村
西
田
良
氏
は
、
自
己
所
有
に
か
ゝ
る
岡
豊

山
長
宗
我
部
氏
城
阯
十
七
町
の
全
山
に
、
今
回
公
園
と
し
て

四
季
の
草
木
を
植
付
け
、
こ
れ
を
開
放
し
た
の
で
、
日
々
登

山
遊
歩
者
で
賑
う
て
ゐ
る
が
、
更
に
同
氏
は
私
財
數
千
圓
を

投
じ
、
植
林
お
よ
び
幅
三
尺
六
寸
、
高
さ
二
丈
六
尺
の
縣
下

第
一
の
城
阯
記
念
碑
を
建
て
る
事
と
な
り
、
其
基
礎
工
事
に

數
名
の
人
夫
を
使
つ
て
工
事
中
、
去
る
廿
日
午
後
三
時
頃
、

三
ノ
丸
地
下
八
尺
の
箇
處
か
ら
二
尺
廻
り
高
さ
五
寸
、
口
付

素
燒
の
土
器
を
發
掘
し
た
が
、
該
土
器
は
史
談
會
武
市
健
山

氏
の
鑑
定
で
は
、
祝
部
土
器
で
あ
る
が
由
で
、
な
ほ
同
所
空

井
戸
か
ら
は
長
宗
我
部
氏
居
城
當
時
の
平
瓦
及
び
丸
瓦
數
枚

を
発
見
し
た
が
、
こ
の
城
阯
か
ら
古
代
土
器
の
発
見
さ
れ
た

事
は
初
め
て
で
、
城
阯
が
考
古
學
上
に
資
す
る
處
多
大
な
る

も
の
が
あ
ら
う
と
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
。」
（
「
新
聞
雑
見 

岡

豊
城
阯
か
ら
古
代
土
器
を
發
見
長
宗
我
部
氏
居
城
の
瓦
も
發

見
」
『
土
佐
史
談
』
第
四
九
号　

昭
和
九
年
一
二
月
一
日
刊

よ
り
）
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
記

念
碑
は
、
現
在
四
ノ
段
の
南
に
建
っ
て
い
る
碑
の
こ
と
で
す
。

こ
の
付
近
に
古
墳
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
現
在
は

古
墳
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
。
〔
つ
づ
く
〕　
　
　

（
岡
本
）

　

今
秋
の
「
絵
葉
書
展
」
で
は
、
県
内
の
近
代
郵
便
事
業
に

関
す
る
調
査
も
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
し
た
。
図
録
製
作

が
佳か

境き
ょ
う

に
入
っ
て
い
た
頃
、
津
野
町
を
調
査
中
だ
っ
た
中
村

学
芸
員
か
ら
意
外
な
情
報
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
同
町
在
住

の
個
人
の
方
が
郵
便
配
送
に
使
わ
れ
た
古
い
リ
ヤ
カ
ー
を
所

蔵
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

俄に
わ
か

勉
強
中
の
私
は
、
一
瞬
明
治
期
の
錦
絵
等
に
出
て
く
る

「
逓
送
車
」
を
連
想
し
た
の
で
す
が
、
「
ま
さ
か
こ
の
高
知

に
そ
ん
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
は
ず
が
な
い
！
」
と
一
笑
に

付
し
た
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
、
中
村
が
撮
っ
て
き
た
写
真

と
東
京
の
郵
政
資
料
館
か
ら
提
供
を
受
け
た
デ
ー
タ
を
見
比

べ
て
み
て
仰
天
。
寸
分
違た
が

わ
ぬ
小
型
の
逓
送
車
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
逓
送
車
（
地
元
で
は
郵
便
物

配
送
車
と
呼
ん
だ
）
は
、
須
崎
～
葉
山
～
津
野
山
方
面
に
か

け
て
の
郵
便
集
配
に
利
用
さ
れ
た
も
の
で
、
所
蔵
者
の
下
元

健
起
さ
ん
に
よ
る
と
大
崎
要
吉
さ
ん
と
い
う
郵
便
逓
送
員
が

引
っ
張
っ
て
い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
郵
政
資
料
館
も
太
鼓

判
を
押
し
た
こ
の
資
料
。
貴
重
な
生
き
証
人
と
し
て
末
永
く

保
存
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。         　
　

   

（
野
本
）

　

こ
の
夏
、
は
じ
め
て
明
治
時
代
の
高
知
の
新
聞
『
土
陽
新

聞
』
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
読
む
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
絵

葉
書
展
の
準
備
の
一
環
で
、
「
高
知
で
絵
葉
書
ブ
ー
ム
が

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
」
や
「
高
知
で
絵
葉
書
が
作
ら
れ
は
じ

め
た
の
は
い
つ
頃
か
」
を
調
査
す
る
た
め
で
し
た
。

　

読
み
は
じ
め
る
と
、
こ
れ
が
た
い
へ
ん
興
味
深
く
、
所
蔵

す
る
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
に
日
参
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
該
当
す
る
記
事
を
見
つ
け
る
と
喜
び
も
一ひ
と

入し
お

で
し

た
し
、
民
具
に
関
す
る
広
告
が
あ
る
と
、
つ
い
つ
い
見
入
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
（
絵
葉
書
展
の
次
は
民
具
展
な
の
で
す
）
。

　

絵
葉
書
の
調
査
成
果
は
絵
葉
書
展
や
同
展
図
録
で
ご
覧
い

た
だ
く
と
し
て
、
『
土
陽
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
た
民
具
の
広

告
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
四
月
二
五
日
に
は
、

改
良
高た
か

機ば
た

の
広
告
が
載
っ
て
い
ま
す
。
「
原
高
機
」
の
発
明

者
、
高
知
市
本
町
上
一
丁
の
写
真
師
、
原
房
太
郎
が
、
「
踏

木
を
踏
ん
で
運
転
し
、

一
日
二
反
を
軽
く
織
れ

る
新
発
明
の
機
で
あ

る
」
と
宣
伝
し
て
い
ま

す
。

　

そ
の
他
に
も
岡
豊
中

島
の
改
良
稲
扱
や
京
都

の
臼
挽
器
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
な
民
具
の
広
告
が

載
っ
て
い
る
の
で
、
ま

た
日
参
し
て
調
べ
て
み

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

（
中
村
）

「逓送員と逓送車」
（『郵便現業絵巻』）郵政資料館蔵

逓送車 明治中～後期

岡お
こ

豊う

山
の
遺
跡

　
　
①
岡
豊
山
古
墳
の
発
見

『土陽新聞』（明治34年４月25日）高知市立自由民権記念館蔵
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企
画
展
「
土
佐
発
掘
物
語
Ⅱ
―
謎
！
弥
生
時
代

の
青
銅
器 

発
見
と
発
掘
」
（
平
成
二
〇
年
七
月

一
八
日
（
金
）
～
八
月
三
一
日
（
日)

）
に
関
連

し
て
、
八
月
二
八
日
（
木
）
～
三
〇
日
（
土
）
の

午
前
一
一
時
～
一
二
時
ま
で
低
融
合
金
に
よ
る
銅

鐸
作
り
を
実
演
し
ま
し
た
。
九
月
四
日
に
は
、
参

加
者
に
よ
る
ビ
デ
オ
投
稿
が
民
放
局
で
採
用
さ
れ

放
映
さ
れ
ま
し
た
。
ビ
デ
オ
撮
影
を
さ
れ
た
方
よ

り
銅
鐸
作
り
の
ビ
デ
オ
が
寄
贈
さ
れ
、
学
校
の
出

張
授
業
で
も
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。       　
　
　
　

           

（
岡
本
）

　

歴
民
初
め
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
グ
ッ

ズ
『
も
と
ち
か
君
ス
ト
ラ
ッ
プ
』
。

  

初
め
て
の
こ
と
で
売
れ
行
き
を
案
じ

て
い
た
の
で
す
が
、
新
聞
で
紹
介
さ

れ
る
と
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に

三
日
間
で
完
売
し
ま
し
た
。
た
く
さ
ん

買
い
た
か
っ
た
方
や
買
え
な
か
っ
た
方
、

本
当
に
ご
め
ん
な
さ
い
。 

好
評
だ
っ

た
の
で
、
第
二
弾
も
計
画
中
で
す
。
乞こ

う
ご
期
待
！　
　
　
　
　
　

（
濱
田
）

　

平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
九
日
、
「
食

の
こ
こ
ろ
」
で
は
初
め
て
館
か
ら
外
へ

出
張
講
座
を
行
い
ま
し
た
。
目
的
地
は

大
豊
町
。

　

立た
ぢ
か
わ川

番
所
・
豊ぶ

楽ら
く

寺じ

薬
師
堂
・
碁ご

石い
し

茶ち
ゃ

製
造
現
場
・
定じ

ょ
う

福ふ
く

寺じ

な
ど
を
宅
間
館

長
と
坂
本
正
夫
前
館
長
の
案
内
で
見
学
。

銀
ブ
ロ
ウ
寿
司
や
カ
ボ
チ
ャ
の
タ
タ
キ

に
舌
鼓
を
打
ち
ま
し
た
。
気
持
ち
の
い

い
秋
空
の
下
、
参
加
者
四
〇
名
は
、
大

豊
町
の
歴
史
、
文
化
、
食
文
化
を
学
び

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

（
濱
田
）

　

岡
豊
城
跡
国
指
定
を
記
念
し

て
『
長
宗
我
部
氏
岡
豊
城
跡
記

念
切
手
シ
ー
ト
』
が
発
売
さ
れ

ま
し
た
。
一
枚
一
，
五
〇
〇
円
。

当
館
受
付
及
び
通
信
販
売
で
発

売
中
で
す
。

　

ま
た
、
今
回
の
絵
葉
書
展
特

別
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
高
知
東

郵
便
局
の
出
張
窓
口
が
登
場
し

ま
し
た
。　
　
　
　

（
濱
田
）

「
食
の
こ
こ
ろ
」
が
外
へ
飛
び
出
し
ま
し
た
！
（
大
豊
町
編
）

３
日
で
売
り
切
れ
�

記
念
切
手
発
売
＋
出
張
郵
便
局
が
来
た
！

銅
鐸
作
り
の
実
演
を
し
ま
し
た
。

大
好
評
！
元
親
く
ん
ス
ト
ラ
ッ
プ

ど
う
た
く

も
と
ち
か

豊楽寺近くの
集会所で昼食

立川番所で記念写真

れきみん
ニュース
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岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
66
号

平
成
二
〇
年
十
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

　
　
　
　
　
〔
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

平成20年12月～21年3月の催し

年末年始の休館
　平成20年12月27日(土)～平成21年１月１日(木)
　新年は１月２日から開館します。

「兜 －もののふの美意識－」（仮）
平成21年４月24日（金）～平成21年６月21日（日）

  日本甲
かっちゅう

冑武具研究保存会広島県支部の皆様のコレクション
を中心に、選りすぐりの名品約100点を展示します。
  中世から近世にかけて流行した様々な兜をジャンル別に展
示。また、土佐藩士が身に付けた甲冑なども併せて展示しま
す。

次 回 企 画 展 の 予 告

　　 「昔のくらし博物館
　　　 　－失われゆく衣食住の民具－」

平成20年12月19日(金)～３月１日(日)
　電気やガス、水道が無かった時代、私たち
のくらしはどのようなものだったのでしょ
う。
　いろりのまわりでの団らん、電気を使わな
い明かりや暖房、水道の蛇口の無い台所…。
　ちょっと昔なのに、今とは違う生活を、館
蔵の衣食住の民具をとおして紹介します。

１月10日（土）14:00～15:30　先着100名
｢土佐の民具①｣　講師：梅野光興（当館学芸員）
１月24日（土）14:00～15:30　先着100名
｢土佐の民具②｣　講師：中村淳子（当館学芸員）

１月17日（土）13:00～14:00 　講師：担当学芸員

「正月と節分」
　平成21年１月２日（金）
　　　　　　～31日（土）

「おひなさま」
　平成21年２月１日（日）
　　　　～３月31日（火）

「維新の志士たちの遺品
　　　－高知県文教協会所蔵資料から－」
　平成21年１月２日（金）～３月１日（日）

　３月７日（土）14:00～15:30　先着100名
　｢和菓子の世界②｣　講師：青木直己氏（虎屋文庫）

　　平成21年１月17日（土）～安芸市入河内～
 ２月21日（土）～西土佐～
 ３月21日（土）～北川村～　
      申込要　参加費2,500円程度　
      　　　　前月10日に申込受付開始
      　　　　詳細はお問い合わせ下さい

れきみん講座

民俗展示室企画コーナー

展示室トーク

れきみん講座

高知の食文化を味わう～食のこころ～

テーマ展示

   平成21年１月２日（金）より開館します。
　新年は下記のイベントをご用意し、皆様の
　お越しをお待ちしております。

◆１月２日（金）３日（土） 9:00～
    くじ引き大会!?
    歴民館からのお楽しみくじ引きプレゼント
    何が当たるかはお楽しみ♪（先着各50名）

◆１月２日（金） 9:00～
    新年！歴民お茶会
    　先着50名　　参加費無料
　ワクワクワーク
◆１月２日（金） 10:00～12:00
 「昔遊び」
　１月３日（土） 14:00～15:00
 「土佐民話の家⑳」講師・市原麟一郎氏
　定員各30名　電話かEメールでお申し込み下さい。観覧券要

  企画展
 「絵葉書のなかの土佐
　　　　移ろいゆく時代の記憶」
　平成20年度秋の企画展図録。絵葉書の歴

史、絵葉書がとらえた
時代の世相、高知を撮
影した絵葉書などの
テーマを約600点の図
版で紹介。
　単なる絵葉書図録の
域を越え、目で見る土
佐近代史と言える内容
になっています。
　Ａ４判　104頁
　売価   1,000円
　送料     290円

　振込先　
　　口座番号　０１６００－２－３８８０６
　　加入者名　高知県立歴史民俗資料館

新刊案内

企画展

申込不要　観覧料要

要予約　観覧料要

（３階総合展示室）

新年のイベントのご案内

要予約　観覧料要


