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資
料
見
聞

椿つ
ば
き

姫ひ
め

像

　

仏
像
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
神
像
の
様

式
と
も
ち
が
う
。
そ
ん
な
不
思
議
な
像
が
こ

の
「
椿
姫
像
」
で
す
。

　

椿
姫
は
、
三
原
村
の
伝
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
で

す
。
で
は
椿
姫
は
ど
ん
な
女
性
だ
っ
た
か
と

問
わ
れ
れ
ば
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る
だ
け
そ
の

物
語
は
謎
め
い
て
き
ま
す
。

　

ま
ず
椿
姫
は
二
人
い
た
よ
う
で
す
。

　

時
代
も
経
歴
も
違
う
椿
姫
の
物
語
が
、
三

原
村
に
は
二
つ
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

当
然
、
葬ほ

う
む

ら
れ
て
い
る
場
所
も
二
ヶ
所
あ
り

ま
す
。

  

一
人
目
は
、
こ
の
像
が
祭
ら
れ
て
い
る
皆み

な

尾お

と
い
う
集
落
に
葬
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
ま

れ
た
の
は
室
町
時
代
の
15
世
紀
後
半
、
中
村

に
下
向
し
て
き
た
一
条
房
家
の
落
と
し
だ
ね

と
い
う
設
定
で
す
。
母
親
が
椿
の
実
を
食
べ

た
夢
を
見
て
生
ま
れ
た
の
で
椿
姫
と
命
名
さ

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
お
話
ら
し
い
お
話

も
無
く
、
若
く
し
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
姫
を
埋
葬
し
た
の
が
皆
尾
な
の
で
す
。

  

も
う
一
人
は
中
村
の
町
か
ら
北
へ
行
っ
た

後
川
ぞ
い
の
農
村
・
敷し

き

地じ

で
16
世
紀
の
初
め

に
土
地
を
治
め
て
い
た
敷
地
民み

ん

部ぶ

藤ふ
じ

康や
す

の
娘

と
し
て
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
美
貌
ゆ
え
、

現
在
の
黒
潮
町
入
野
に
拠
点
が
あ
っ
た
入
野

但
馬
守
に
見
初
め
ら
れ
ま
す

が
、
既
に
姫
は
一
条
氏
の
妻

に
な
っ
て
い
ま
し
た
（
養
女

説
も
あ
り
）。
こ
の
三
角
関

係
が
も
と
で
敷
地
氏
は
滅
亡

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、

姫
は
敷
地
を
離
れ
、
現
在
の

三
原
村
へ
逃
げ
て
い
き
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
峠
で
父
親

の
民
部
の
城
が
落
ち
た
こ
と

を
知
り
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
、

と
自
害
し
ま
す
。
峠
近
く
に

今
も
祭
ら
れ
る
御ご

霊り
ょ
う

神
社
は
、

姫
を
祭
っ
た
も
の
と
言
い
伝

え
ら
れ
、
三
原
村
の
狼お

お
か
み
う
ち内
集

落
で
祭
っ
て
い
ま
す
。

　

皆
尾
と
狼
内
の
二
人
の
椿

姫
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
で
し
ょ

う
。

　

調
べ
て
み
る
と
狼
内
の
椿
姫
、
つ
ま
り
敷

地
民
部
の
娘
は
古
い
文
献
で
は
椿
姫
と
呼
ば

れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
ど
う
や
ら
椿
姫
の

名
前
が
有
名
に
な
っ
た
の
で
、
敷
地
民
部
の

娘
の
名
前
も
椿
姫
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う

で
す
。

  

像
は
ヒ
ノ
キ
材
、
寄
木
造
、
玉
眼
を
嵌は

め

こ
ん
だ
彩
色
像
で
、
両
手
を
胸
前
で
合
掌
し

て
い
ま
す
。
現
在
の
彩
色
は
戦
後
期
の
後
補

で
す
が
、
当
初
の
彩
色
を
一
部
に
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

      　
　
　
　
　
（
濱
田
眞
尚
・
梅
野
光
興
）

椿姫像　三原村皆尾　福万寺蔵
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三
原
村
は
、
高
知
県
の
西
部
・
幡
多
郡
に

あ
っ
て
、四
万
十
市
、土
佐
清
水
市
、宿
毛
市
、

大
月
町
と
海
に
面
し
た
４
つ
の
市
町
に
取
り

囲
ま
れ
た
山
間
の
村
で
す
。
四
国
の
「
村
」

で
最
も
西
南
端
に
位
置
し
ま
す
。
三
原
村
と

言
え
ば
「
硯
」
や
「
ど
ぶ
ろ
く
」
が
有
名
で

す
が
、
幹
線
道
路
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
行
く
機
会
の
少
な
い

所
で
す
。

  

そ
ん
な
三
原
村
を
度
々
訪
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
教
育
委
員
会
の
方
か

ら
の
「
民
具
を
整
理
し
て
も
ら
え
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
の
一
本
の
お
電
話
が
き
っ
か

け
で
し
た
。

　

三
原
村
に
は
昭
和
50
年
代
に
集
め
た
民
具

が
約
３
０
０
点
あ
り
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て

い
る
の
で
活
用
に
向
け
て
調
査
と
整
理
を
行

な
い
た
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

た
だ
、
当
館
も
自
分
の
所
の
民
具
整
理
に

追
わ
れ
て
い
る
状
況
で
す
。
人
手
が
無
け
れ

ば
と
て
も
整
理
作
業
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
か
ね
て
よ
り
一
緒
に
民
具
調
査
を
実
施

し
て
い
た
高
知
県
立
大
学
（
当
時
は
県
立
高

知
女
子
大
学
）
の
橋
尾
直
和
教
授
に
相
談
し

た
と
こ
ろ
、
学
生
た
ち
と
や
り
ま
し
ょ
う
、

と
の
心
強
い
お
返
事
。
私
達
も
協
力
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
大
学
と
当

館
、
そ
し
て
村
の
連
携
に
よ
る
民
具
整
理
が

ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
。

  

２
年
経
ち
、
民
具
整
理
が
一
段
落
す
る
頃
、

そ
の
成
果
を
歴
民
で
展
示
し
て
は
ど
う
か
？

と
考
え
つ
き
ま
し
た
。
た
だ
、
三
原
の
民
具

を
見
て
い
た
だ
け
で
は
、
三
原
の
特
徴
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
高
知
県
全
域
や
周
辺
部
と
の

比
較
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
ど
う
せ
な
ら
民

具
だ
け
で
な
く
、
年
中
行
事
や
祭
礼
芸
能
、

文
化
財
や
古
文
書
に
も
範
囲
を
広
げ
れ
ば
三

原
村
の
文
化
的
特
徴
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

三
原
村
は
、
四
万
十
川
の
よ
う
な
大
河
も

な
く
、
四
国
山

地
の
よ
う
な
厳

し
い
山
村
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
普
通
の
農

村
で
す
。
で
す

が
、
そ
の
普
通

の
農
村
に
も
、

独
自
の
自
然
環

境
や
歴
史
が
あ

り
、
そ
こ
に
文
化
的
な
個
性
が
育
ま
れ
て
い

る
は
ず
で
す
。
私
に
と
っ
て
未
知
の
地
域
で

調
査
す
る
の
は
大
変
面
白
い
経
験
で
し
た
。

　

結
果
と
し
て
は
私
の
力
不
足
も
あ
り
、
調

査
も
ま
だ
途
上
な
の
で
す
が
、
教
育
委
員
会

と
文
化
財
保
護
委
員
の
方
々
を
は
じ
め
、
地

域
の
方
の
全
面
的
な
御
協
力
を
得
て
調
査
を

行
な
う
中
で
、
興
味
深
い
事
柄
が
次
々
と
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ひ
と
つ
目
は
、
今
回
タ
イ
ト
ル
に
使
わ
せ

て
も
ら
っ
た
「
椿
姫
」
に
代
表
さ
れ
る
伝
説

の
豊
か
さ
で
す
。
村
内
に
は
他
に
も
椿
姫
が

飼
っ
て
い
た
猫
を
祭
る
猫
神
様
や
、
姥
を
祭

る
嫗う

ば

瀧た
き

権ご
ん

現げ
ん

な
ど
が
あ
る
上
、
か
つ
て
行
な

田の神オサバイ様を祭る（三原村下切　2012.5.13）
米どころ三原村には豊富な稲作儀礼が伝承されてきたが、
今では消滅寸前である。

村政100周年を記念して行なわれた
 最後の猪舞（1989.10.11）  　　　
 　　　　　　  写真提供：森敏弘氏

梅
野　

光
興

椿
姫
の
里･

三
原 

－

四
国
西
南
端
の
村
の
伝
説
と
民
俗

－

企
画
展

平
成
26
年
４
月
26
日（
土
）～
６
月
15
日（
日
）
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わ
れ
て
い
た
猪し

し

舞ま
い

も
椿
姫
や
敷
地
一
族
に
関

わ
る
行
事
で
し
た
。
１
頁
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
椿
姫
伝
説
に
は
二
つ
の
流
れ
が
あ
り
、

そ
の
二
つ
が
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
成
長
し
て

い
っ
た
よ
う
で
す
。
高
さ
15
～
20
ｍ
の
柱
の

上
で
芸
を
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
猪
舞
は
も
う
25

年
間
行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
現
存
し
て

い
た
ら
間
違
い
な
く
幡
多
を
代
表
す
る
祭
り

の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
今
回

は
お
そ
ら
く
初
め
て
村
を
出
る
椿
姫
像
を
は

じ
め
、
平
成
元
年
に
行
な
わ
れ
た
最
後
の
猪

舞
の
衣
裳
や
写
真
、
そ
し
て
三
原
の
小
学
生

た
ち
が
作
っ
た
模
型
を
展
示
し
、
伝
説
の
謎

に
迫
り
ま
す
。

  

ふ
た
つ
目
に
は
、
民
具
に
も
幡
多
の
特
徴

と
言
え
る
も
の
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
田
を

す
く
犂す

き

は
、
県
中
東
部
で
は
ウ
シ
グ
ワ
と
呼

ば
れ
ま
す
が
、
三
原
な
ど
西
部
で
は
ス
キ
と

言
い
ま
す
。
同
様
に
田
を
掻か

く
ウ
マ
グ
ワ
を

カ
ナ
コ
、
藁
で
編
ん
だ
袋
で
あ
る
フ
ゴ
は
ホ

ゴ
な
ど
同
じ
高
知
県
で
も
名
称
に
違
い
が
あ

り
ま
す
。

　

そ
の
ス
キ
で
耕
せ
な
か
っ
た
隅
っ
こ
を
人

力
で
耕
す
た
め
の
大
型
の
鍬
が
ド
ッ
サ
リ
で

す
。
こ
の
鍬
は
三
原
で
発
明
さ
れ
た
と
『
三

原
村
史
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
中
東

部
で
は
聞
か
な
い
鍬
で
す
。
三
原
村
の
民
具

調
査
が
き
っ
か
け
で
、
県
内
の
地
域
差
に
気

づ
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

  
展
示
で
は
、
ど
ぶ
ろ
く
の
里
の
か
つ
て
の

米
作
り
を
示
す
農
具
、
そ
し
て
山
林
を
利
用

し
た
林
業
や
炭
焼
き
の
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。

  

第
三
に
、
三
原
村
の
民
俗
芸
能
に
注
目
で

す
。
三
原
村
の
秋
祭
り
に
は
太
刀
踊
り
や
う

ち
わ
踊
り
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
幡
多
地
方
の

太
刀
踊
り
は
、
普
通
の
刀
よ
り
柄
の
長
い
太

刀
を
持
っ
て
の
踊
り
で
す
が
、
県
中
部
の
も

の
と
ま
た
異
な
る
迫
力
が
あ
り
ま
す
。
う

ち
わ
踊
り
（
こ
お
ど
り
）
は
黒
潮
町
か
ら

四
万
十
市
、
土
佐
清
水
市
に
か
け
て
見
ら
れ

る
も
の
の
、
宿
毛
市
や
大
月
町
で
は
希
薄
で

す
。
ど
う
や
ら
う
ち
わ
踊
り
は
東
か
ら
広

が
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
一
方
、
夏
の
三
原

祭
り
で
踊
ら
れ
て
い
る
伊
予
踊
り
は
、
名
前

の
通
り
、
愛
媛
県
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
よ
う

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
三
原
村
に
は
東
西
の

文
化
が
流
れ
込
ん
で
来
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
、
橋
尾
先
生
が
実
施
し
て
い
る
全
集

落
言
語
調
査
に
よ
っ
て
も
解
明
さ
れ
て
い
く

こ
と
で
し
ょ
う
。
５
月
３
日
に
は
柚ゆ

ノの

木き

地

区
の
踊
り
子
の
皆
さ
ん
に
勇
壮
な
太
刀
踊
り

を
公
演
し
て
頂
き
ま
す
の
で
お
楽
し
み
に
。

　

最
後
に
、
副
館
長
の
濱
田
に
よ
る
寺
社
文

化
財
調
査
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
史
料

が
ほ
と
ん
ど
無
い
た
め
、
三
原
の
中
世
は
よ

く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
今
回
の
調

査
で
中
世
の
仏
像
が
確
認
さ
れ
（
５
頁
参
照
）、

敷
地
一
族
の
墓
な
ど
立
派
な
五
輪
石
群
の
存

在
も
あ
わ
せ
て
、
文
字
に
は
残
っ
て
い
な
い

中
世
の
三
原
村
の
文
化
を
想
像
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
の
手
が
か
り
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
三
原
村
の
豊
か

な
文
化
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

炭焼きは貴重な現金収入源だった。
（三原村広野　2012.6.25）

ドッサリ

柚ノ木の太刀踊り（2011.10.23）

皆尾のうちわ踊り（2012.10.14）

飯ホゴ
 （中東部では飯フゴ）
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三
原
村
で
は
、文
化
財
保
護
委
員
会
が「
な

く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
う
ち
に
集
め
て
お
こ

う
」
と
、
明
治
か
ら
昭
和
ま
で
に
使
用
さ
れ

て
い
た
機
織
り
や
糸
車
、
石
臼
、
食
器
な
ど

の
民
具
約
３
０
０
点
を
中
央
公
民
館
で
収

集
・
保
存
し
て
き
ま
し
た
。
２
０
０
９
年
に

こ
れ
ら
の
文
化
価
値
を
高
め
る
と
と
も
に
観

光
資
源
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
、
高
知
女
子

大
学
（
現
高
知
県
立
大
学
）
文
化
学
部
に
調

査
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
、
整
理
、
保
存
の

依
頼
が
あ
り
、
筆
者
と
文
化
学
部
の
学
生
が
、

歴
史
民
俗
資
料
館
の
学
芸
員
の
梅
野
光
興
さ

ん
と
中
村
淳
子
さ
ん
の
ご
協
力
を
得
て
、
地

元
の
方
々
に
民
具
の
使
用
方
法
・
目
的
、
名

称
や
当
時
の
状
況
な
ど
を
聞
き
取
り
、
台
帳

作
成
や
写
真
撮
影
な
ど
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

２
０
０
９
年
７
月
、
高
知
女
子
大
学
（
現

高
知
県
立
大
学
）
文
化
学
部
と
三
原
村
は
連

携
事
業
の
協
定
を
結
び
ま
し
た
。（
２
０
１
０

年
12
月
に
は
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館
も
加

わ
り
ま
し
た
）。
単
な
る
整
理
だ
け
で
な
く
、

柚
ノ
木
の
太
刀
踊
り
を
見
学
し
た
り
、
下
切

地
区
の
グ
ル
ー
プ「
老
止（
お
と
め
）ク
ラ
ブ
」

の
ご
年
配
の
方
々
の
指
導
で
、
日
よ
け
に
使

う
「
ヒ
ニ
ノ
（
日
蓑
）」
や
藁
製
の
「
ホ
ゴ
（
ふ

ご
）」
作
り
も
体
験
し
ま
し
た
。
学
生
た
ち
は
、

「
実
際
に
民
具
を
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
て
、

昔
の
暮
ら
し
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
」「
実
際
に
作
っ
て
み
て
、
暮
ら
し
に
つ

い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
感
想
を

述
べ
て
い
ま
し
た
。
三
原
村
農
業
構
造
改
善

セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
た
、
村
あ
げ
て
の
カ

ラ
オ
ケ
大
会
に
招
か
れ
た
こ
と
も
、
三
原
村

の
皆
さ
ん
と
触
れ
あ
う
機
会
と
な
り
、
良
き

思
い
出
と
な
り
ま
し
た
。

  
さ
ら
に
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、

２
０
１
３
年
9
月
21
日（
土
）か
ら
23
日（
月
）

ま
で
の
3
日
間
、
高
知
県
立
大
学
の
学
生
が

中
心
に
な
っ
て
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
立
志

社
中
」
に
よ
る
、「
三
原
村
民
俗
・
言
語
調

査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

チ
ー
ム
名
は
、from

 ZERO
 （

フ
ロ

ム
ゼ
ロ
）
で
、
計
６
名
の
学
生
が
三
原

村
全
集
落
13
地
点
を
、
3
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
文
化
財
保

護
委
員
の
方
々
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た

だ
き
な
が
ら
「
民
具
の
方
言
呼
称
」
に

つ
い
て
調
査
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査
結

果
に
基
づ
い
て
、「
モ
ノ
と
コ
ト
と
ヒ

ト
」
の
移
動
が
分
か
る
言
語
地
図
を
作

製
し
、
２
０
１
４
年
度
に
開
催
さ
れ
る
、

企
画
展
「
椿
姫
の
里
・
三
原
」
の
パ
ネ

ル
展
示
に
活
用
す
る
予
定
で
す
。

  

こ
の
民
具
調
査
が
、「
カ
ン
カ
ン
ミ

ン
ガ
ク
（
館
・
官
・
民
・
学
）」
の
協

働
に
よ
る
、
地
域
と
博
物
館
、
大
学
が
連
携

し
て
貢
献
で
き
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
に
な
れ
ば
、

幸
い
で
す
。

  

最
後
に
「
三
原
村
民
俗
・
言
語
地
図
」（
作

製
し
た
18
項
目
39
点
中
1
項
目
1
点
）
を
掲

載
し
ま
す
。

  

調
査
項
目
の
例
を
挙
げ
る
と
、
ゾ
ー
リ

（
衣
）、
キ
ネ
（
食
）、
イ
ロ
リ
（
住
）、
ジ
ョ

レ
ン
（
農
）、
ウ
エ
（
漁
）、
ハ
メ
キ
リ
（
畜
）、

オ
イ
コ
（
運
搬
）、イ
ー
（
社
会
）
な
ど
で
す
。

こ
こ
で
は
、
ス
サ
キ
リ
（
女
性
）
の
例
を
掲

げ
て
お
き
ま
す
。
な
お
、
図
中
の　

の
下
に

お
け
る
左
の
記
号
は
優
勢
形
、
右
の
記
号
は

併
用
形
を
表
し
ま
す
。

民具調査風景

三
原
村
の
民
具
と
言
語
調
査
の
歩
み

高
知
県
立
大
学
文
化
学
部
教
授　
　
　
　

橋
尾
直
和

言語調査チームと村の文化財保護委員、調査に協力して下さった方々
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高
知
県
の
集
落
の
成
立
や
各
地
域
の
姿
を

歴
史
的
に
ひ
も
と
く
基
礎
資
料
と
し
て
、「
長

宗
我
部
地
検
帳
」「
土
佐
州
郡
志
」「
南
路
志
」

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
各
時
代
の
村
落
の
様
子

が
記
録
さ
れ
て
い
て
、
研
究
者
の
基
礎
文
献

と
し
て
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
ま
す
。

　
「
南
路
志
」
を
見
て
み
る
と
、
三
原
村
内

の
集
落
の
基
礎
的
な
姿
が
江
戸
時
代
中
期
に

は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
明
治
時
代
に
入
り
こ

れ
ら
が
旧
村
単
位
で
行
政
区
画
化
さ
れ
て
い

き
ま
す
。
こ
の
「
南
路
志
」
に
は
、
各
村
落

ご
と
の
寺
堂
や
神
社
名
や
小
さ
な
祠
と
考
え

ら
れ
る
も
の
ま
で
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
信
仰
に
関
す

る
記
述
の
全
て
が
今
日
に
至
る
ま
で
残
存
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
理
由
と
し

て
、
ひ
と
つ
に
、
明
治
政
府
の
施
策
と
し
て

「
神
仏
分
離
令
」
が
発
せ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る

「
廃は

い

仏ぶ
つ

毀き

釈し
ゃ
く

」
と
い
う
現
象
に
至
っ
た
こ
と
、

さ
ら
に
、
太
平
洋
戦
争
後
の
近
代
化
に
伴
う

社
会
構
造
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
地

域
の
祈
り
の
姿
が
ま
さ
に
激
動
の
時
代
の
中

で
、
う
す
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
往
時
の
人
々
の

息
づ
き
を
今
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、

寺
堂
跡
や
神
社
に
、
三
原
村
内
の
各
集
落
に

そ
の
残
存
し
た
歴
史
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
は
し
な
い
か
。
こ
の
「
三
原
」
地
域
を
紹

介
す
る
企
画
展
の
中
で
、
再
発
見
で
き
は
し

な
い
か
。
そ
の
調
査
成
果
の
一
部
を
ご
披
露

で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
村
内
の
ほ
と
ん
ど
の
集
落
を
回
り
、

現
存
す
る
神
社
や
寺
堂
の
多
く
を
調
査
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

文
化
財
調
査
と
し
て
、
彫
刻
（
仏
像
）・

美
術
工
芸
品
（
絵
馬
・
銅
鏡
な
ど
）・
歴
史

資
料
（
棟
札
・
版

木
な
ど
）・
考
古

資
料
（
石
造
物
）

等
を
対
象
と
し
て

行
な
い
、
そ
の

残
存
状
況
の
全
容

把
握
が
お
お
む
ね

な
さ
れ
た
こ
と
は

大
き
な
成
果
で
す
。

と
り
わ
け
、
鎌
倉

時
代
・
室
町
時
代

の
作
と
考
え
ら
れ

る
仏
像
が
三
集
落

（
上
長
谷
・
皆
尾
・

柚
ノ
木
）
で
確
認

さ
れ
た
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
県
下
的
に
調
査

例
の
少
な
い
極
め
て
地
域
性
の
強
い
神
像
群

が
各
所
で
見
出
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
文
化
財
と
し
て
村
教
委
発
行

の
マ
ッ
プ
に
紹
介
さ
れ
た
以
外
の
資
料
の
確

認
や
、
既
存
資
料
の
現
状
把
握
に
加
え
て
、

祈
り
の
姿
の
地
域
特
性
の
一
端
を
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し

た
文
化
遺
産
は
、
指
定
文
化
財
の
よ
う
な
華

や
か
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
ご
と
の
歴
史
の
証
し
と
し
て
大
切
に
記

録
・
伝
存
す
べ
き
も
の
で
す
し
、「
地
域
史
」

保
護
の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
良
い
機
会
と

な
れ
ば
幸
い
で
す
。

阿弥陀如来立像（皆尾福万寺蔵・室町時代）

素朴な神像（亀ノ川氷室神社蔵）

三
原
村
の
祈
り
を
訪
ね
て
　

    

－

寺
社
文
化
財
を
中
心
と
し
た
地
域
文
化
財
調
査
の
試
み

－濱
田
眞
尚
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学芸員の机から
学
芸
員
の
机
か
ら

江
戸
時
代
の
「
介
護
」

考
古

歴
史

民
俗

　

平
成
25
年
（
２
０
１
３
）
11
月
23
日
、
依
頼
の
あ
っ
た
某

家
近
世
墓
標
の
調
査
の
た
め
高
岡
郡
佐
川
町
に
館
職
員
西
田

由
紀
と
共
に
出
か
け
ま
し
た
。
ご
自
宅
に
伺
い
、
佐
川
町
の

近
世
墓
標
を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
佐

川
町
乙
の
山
中
の
林
道
に
車
を
進
め
ま
し
た
。
調
査
に
行
く

前
に
、
竹
の
立
派
な
杖
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
杖
は
、
杖
と

兼
用
の
イ
ノ
シ
シ
よ
け
で
し
た
。
確
か
に
山
中
深
く
足
を
踏

み
入
れ
る
と
、
谷
沿
い
に
え
さ
を
探
し
て
い
た
の
か
、
イ
ノ

シ
シ
が
掘
り
起
こ
し
た
痕
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
谷
を
渡
り
、

急
斜
面
を
登
る
と
墓
地
が
あ
り
ま
し
た
。
か
つ
て
は
集
落
が

あ
っ
た
地
域
で
す
。
10
基
ほ
ど
の
墓
標
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

18
世
紀
こ
ろ
か
ら
出
現
し
て
く
る
所い

わ

謂ゆ
る

駒
形
の
墓
標
と
方
柱

形
の
笠
付
き
墓
標
、
台
座
の
上
に
地
蔵
を
の
せ
た
墓
標
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
、
珍
し
い
家
屋
型
の
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
石
室
（
石せ

き

殿で
ん

・
石せ

き

祠し

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
扉
が

あ
り
中
に
空
間
が

あ
り
ま
す
。
石
室

は
崩
れ
、
何
か
を

納
め
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
が
、

残
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
か
つ
て

は
、
木
を
切
り
出

す
時
に
転
用
し
た

と
か
。
忘
れ
ら
れ

な
い
調
査
と
墓
標

で
し
た
。（
岡
本
）

　

最
近
、
個
人
の
方
か
ら
お
預
か
り
し
た
資
料
群
の
中
に
、

興
味
深
い
冊
子
が
あ
り
ま
し
た
。「
土
佐
国
鏡
草
」
と
題
さ

れ
た
写
本
で
す
。
江
戸
時
代
、
孝
行
・
忠
義
・
貞
節
・
和
睦

な
ど
善
い
行
な
い
を
し
た
者
に
は
、
藩
か
ら
褒
美
と
し
て
米

や
銀
が
下
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
褒
賞

さ
れ
た
善
行
人
の
事
績
22
例
を
物
語
風
に
ま
と
め
て
紹
介
し

た
も
の
で
す
。
褒
賞
理
由
と
し
て
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
父

母
や
舅
姑
へ
の
「
孝
行
」。
高
知
城
下
に
住
む
貞
助
の
妻
の

姑
へ
の
孝
行
の
事
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

  

冬
は
暖
か
く
夏
は
涼
し
く
、
朝
か
ら
夜
ま
で
快
適
に
過
ご

せ
る
よ
う
に
気
遣
う
。
食
べ
物
の
甘
さ
・
辛
さ
・
煮
加
減
に

も
気
を
配
り
、
珍
し
い
品
が
あ
る
と
聞
け
ば
分
け
て
も
ら
い

に
行
く
。
姑
の
髪
を
洗
い
、
櫛く
し

を
入
れ
て
清
潔
に
整
え
、
体

の
痛
み
・
痒か
ゆ

み
を
さ
す
っ
た
り
か
い
た
り
す
る
。
寒
い
夜
に

は
何
度
も
起
き
出
し
て
冷
た
い
手
足
を
懐
ふ
と
こ
ろ

に
入
れ
て
暖
め
、

排
泄
物
で
汚
れ
た
着
物
や
布
団
は
夜
の
間
に
洗
っ
て
誰
の
目

に
も
触
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
…
…
「
物
語
」
と
し
て
の
多

少
の
脚
色
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、何
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た
る「
孝

行
」
の
描
写
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

姑
に
尽
く
す
良
い
嫁
と
、
そ
の
善
い
行
な
い
に
対
し
て
褒

美
が
下
さ
れ
た
と
い
う
事
実
。

そ
れ
は
、
一
見
素
晴
ら
し
い

こ
と
の
よ
う
で
す
が
、
暗
に

「
家
族
」
に
介
護
の
全
て
を

要
求
す
る
厳
し
い
も
の
。
人

間
に
「
老
い
」
が
あ
る
限
り
、

介
護
を
め
ぐ
る
問
題
は
い
つ

の
時
代
も
尽
き
な
い
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。（
大
黒
）

　

土
佐
の
民
俗
や
歴
史
を
題
材
に
し
た
小
説
を
数
多
く
執
筆

し
て
こ
ら
れ
た
坂
東
眞
砂
子
さ
ん
が
、
１
月
27
日
に
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
。
私
が
坂
東
さ
ん
を
知
っ
た
の
は
、
幕
末
の
山

村
に
起
き
た
集
団
憑
依
事
件
を
記
し
た「
豊
永
郷
奇
怪
略
記
」

を
題
材
に
し
た
小
説
の
準
備
を
さ
れ
て
い
る
時
で
し
た
。
坂

東
さ
ん
は
記
録
を
想
像
力
で
豊
か
に
ふ
く
ら
ま
せ
『
鬼
神
の

狂
乱
』
と
い
う
見
事
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
小
説
に
作

り
か
え
ま
し
た
。
特
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
畳
み
か
け
る
よ

う
な
盛
り
上
が
り
に
は
わ
く
わ
く
し
ま
し
た
。
出
版
に
際
し

て
坂
東
さ
ん
と
吉
澤
文
治
郎
さ
ん
と
の
鼎
談
に
参
加
さ
せ
て

頂
い
た
こ
と
も
あ
り
、
坂
東
さ
ん
を
囲
む
飲
み
会
に
ご
一
緒

さ
せ
て
頂
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
民
俗
や
歴
史
の
話
が

飛
び
出
す
そ
れ
は
楽
し
い
ひ
と
時
で
し
た
。
ま
だ
ま
だ
い
つ

で
も
こ
ん
な
話
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
本
当
に
残

念
で
す
。
で
も
土
佐
の
民
俗
を
扱
っ
た
た
く
さ
ん
の
作
品
が

遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
説
を
読
み
な
が
ら
あ
ち
ら
へ
逝い

っ
た

坂
東
さ
ん
と
会
話
を
続
け
た
い
な
、
と
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）

佐
川
町
・
山
中
の
墓
標

坂
東
眞
砂
子
さ
ん

佐川町乙 山中の墓標

香美市物部町で調査中の坂東さん。
いざなぎ流を題材にした小説も幻に
なってしまいました。　　　　　　

「土佐国鏡草」
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こ
の
ほ
ど
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
企
画
展
「
お
も
ち
ゃ
の

牧
場
」
に
合
わ
せ
て
、
動
物

ふ
れ
あ
い
体
験
を
行
な
い
ま

し
た
。
今
年
の
干
支
が「
馬
」

と
い
う
こ
と
で
、
ポ
ニ
ー
と

ミ
ニ
ホ
ー
ス
に
３
日
間
来
て

も
ら
い
ま
し
た
。

　

小
学
校
低
学
年
の
子
ど
も

は
ポ
ニ
ー
に
乗
る
事
が
で
き

親
子
で
写
真
を
撮
っ
た
り
と

園
児
か
ら
大
人
ま
で
多
く
の

方
に
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。　
　
　
　
　
（
濱
田
愛
）

　

12
月
７
日
に
、
京
都
市
の
佛
教
大
学
で
、
歴
史

文
化
講
座
「
い
ざ
な
ぎ
流
と
近
世
陰
陽
道
」
と
題

し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
い
ざ
な
ぎ
流
と
物
部
川
流
域
の
文
化
を
考
え

る
会
の
「
い
ざ
な
ぎ
流
の
里
・
物
部
」
を
受
け
て

企
画
さ
れ
た
も
の
で
、
近
世
陰
陽
道
研
究
の
第
一

人
者
で
あ
る
林
淳ま

こ
と

先
生
と
梅
田
千
尋
先
生
が
、
宗

教
史
や
歴
史
学
の
見
地
か
ら
講
演
、
梅
野
の
司
会

で
小
松
和
彦
先
生
と
意
見
交
換
を
行
な
い
ま
し
た
。

短
い
時
間
な
が
ら
刺
激
的
な
シ
ン
ポ
に
な
り
ま
し

た
。
翌
日
は
陰
陽
道
ツ
ア
ー
。
晴
明
神
社
を
は
じ

め
京
都
の
陰
陽
道
関
連
史
跡
を
巡
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

  （
梅
野
）

　

岡
豊
山
の
麓
に
あ
る
岡
豊
小
学
校
の
３
・
６

年
生
が
、 ｢

総
合
的
な
学
習
の
時
間｣
で
、
長

宗
我
部
元
親
の
歴
史
学
習
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

本
を
読
む
だ
け
の
学
習
で
は
な
く
、
当
館
の
学

芸
員
や
長
宗
我
部
フ
ェ
ス
の
実
行
委
員
、
さ
ら

に
長
宗
我
部
氏
歴
代
の
墓
を
掃
除
し
て
い
る
地

域
の
人
々
に
聞
き
取
り
を
す
る
な
ど
多
角
的
な

学
習
活
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
６
年
生
の
学
習

成
果
は
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ま
と
め
ら
れ
、
当
館

の
多
目
的
ホ
ー
ル
な
ど
で
展
示
（
掲
示
）
さ
れ

た
他
、
お
客
さ
ん
相
手
の
展
示
解
説
も
行
な
わ

れ
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

　

１
月
１
日
か
ら
２
月
16
日
ま
で
岡
山
・
高
知
文
化
交

流
事
業
展
「
土
佐
の
水
と
く
ら
し

－

四
万
十
川
の
漁
を

中
心
に

－

」
が
岡
山
県
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
同
館
の
信の

ぶ

江え

学
芸
員
は
「
水
と
く
ら
し
」
と
い

う
ユ
ニ
ー
ク
な
切
り
口
で
、
四
万
十
川
の
祭
祀
遺
構
出

土
品
や
漁
具
、
絵
金
や
和
紙
、
鰹
や
郷
土
玩
具
と
い
っ

た
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
土
佐
の
資
料
を
展
示
し
、
多

く
の
方
々
に
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

同
展
に
あ
わ
せ
て
岡
山
県
博
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

み
な
さ
ん
と
当
館
の
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
タ
ー
が
一

緒
に
展
示
ガ
イ
ド
を
行
な
い
、
交
流
会
で
互
い
の
活
動

に
刺
激
を
受
け
る
な
ど
、
２
年
目
も
稔
り
多
い
交
流

事
業
と
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
）

れきみんニュース
歴
民
に
ポ
ニ
ー
が
来
た
よ

京
都
で

　
「
い
ざ
な
ぎ
流
と
近
世
陰
陽
道
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催

地
元
の
小
学
生
が

　
　
展
示
解
説
に
挑
戦
！

岡
山
県
博
で

「
土
佐
の
水
と
く
ら
し
」
開
催

陰陽道ツアーは斎藤英喜先生のガイド という贅沢な企画
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５月17日(土）10:00～16:30
戦国市場・長宗我部ウルトラクイズ

戦国キャラ・ご当地キャラ大集合・グルメ etc.

第五回 
長宗我部フェス

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
85
号

平
成
26
年
３
月
31
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　

　
　
　
　
　

臨
時
休
館
あ
り

観
覧
料　

通
常
期[

常
設
展]

大
人(

18
才
以
上)

　
　
　
　
　

460
円
・
団
体 (

20
人
以
上)

360
円

　
　
　
　
　
〔
特
別
展･

企
画
展
〕常
設
展
示
込
510
円

　
　
　
　
　

団
体(

20
人
以
上)

410
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
会
社

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp

平成26年 4月～6月の催し

幡多郡三原村の民俗文化を、県立大学と合同
で行なった民具調査をはじめ、言語や年中行
事、文化財調査の成果をもとに紹介します。
悲劇の椿姫伝説をはじめ、幻の猪舞、寺社の
神仏、民具などを展示します。

2014年 4月26日(土)～6月15日(日)

◦要予約・観覧料要

◦要予約・観覧料要

◦要申込・参加費要（講師:担当学芸員）

◦申込不要・観覧料要（講師:担当学芸員）

特 別 講 座

れきみん講座

史跡めぐり

展示室トーク

4月29日(火･祝）13:00～16:00　
「調べて残そう！地域の宝
　　　　－三原村の民具･祭り･言葉－」
  講師：橋尾直和氏（高知県立大学文化学部教授）
     　　 濱田眞尚（当館副館長）
　　　　梅野光興（当館学芸専門員）

5月10日(土）14:00～15:30「椿姫伝説の謎を探る」講師:梅野光興

5月11日(日）「椿姫の里めぐり」

4月26日(土）14:00～15:00

企画展

椿姫像（三原村皆尾福万寺蔵)

－四国西南端の村の伝説と民俗－

椿
つばき

姫
ひめ

の里･三原

今年の 歴民の日 は三原村を満喫！
５月３日（土・祝）観覧料は無料です◦歴民クイズの陣　　

◦どぶろくなど三原の物産販売　10:00～16:00
◦柚ノ木の太刀踊り公演　11:00～、14:30～
◦土佐民話の家�　三原の民話　13:00～14:00

「神々と精霊の物語 －いざなぎ流祭文の世界－」
５月24日(土）13:00～17:30

場所：奥物部ふれあいプラザ
25日(日)には御幣切り体験･史跡めぐりも行ないます｡

４月５日(土)･６日(日）開催！

４月15日(火)まであなたの写真を募集中！
全作品展示　５月３日(土･祝)～６月30日(月)

過去10年間、写した四国に自生する
山野草の写真を公開します。

３月15日（土）～４月13日（日）
 同時開催１階フリースペース

 藤田茂男「吉延に魅せられて」「桜博達」

いざなぎ流シンポジウム in 物部

岡豊山さくら祭り・食１グランプリ

第9回 岡豊山フォトコンテスト

空海が四国霊場を開創したとされる弘仁６年（815）から1200年を迎え
る今年、四国４県ではそれぞれ遍路文化を紹介する展覧会を開催。高
知県では県立美術館を会場として、県内札所の宝物を中心に国宝・重
要文化財を含む約130点の作品を一挙公開します。

会期：2014年８月23日（土）～９月23日（火・祝）
会場：高知県立美術館（高知市高須353-2）
主催：高知県、（公財）高知県文化財団

四国霊場開創1200年記念
４県連携事業

特別予告

県立美術館
で開催!


