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「土佐名物 傘帆の行列」 （当館蔵）

  

帆ほ

傘が
さ

船ぶ
ね

の
絵
葉
書

資
料
見
聞

　

本
資
料
は
、
第
二
次
大
戦
以
前
ま
で
、
波
の
穏

や
か
な
浦
戸
湾
周
辺
に
て
よ
く
見
ら
れ
た
と
い
う

帆
傘
船
を
と
ら
え
た
絵
葉
書
で
す
。
い
ま
見
て
も

フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
で
、
当
時
、
人
気
の
題
材
で

あ
っ
た
こ
と
に
頷う

な
ず

け
ま
す
。

　

帆
傘
船
は
文
字
通
り
、
帆
の
代
わ
り
に
傘
を
つ

け
た
釣
り
船
で
す
。
つ
け
ら
れ
た
蛇
の
目
傘
は
通
常

の
も
の
よ
り
大
型
で
、
骨
も
柄
も
大
き
く
強
く
作
ら

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
角
度
、
方
向
は
調
整
可
能
で
、

日
よ
け
や
移
動
に
使
わ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
昭
和

初
期
に
撮
影
さ
れ
た
「
旧
五
台
山
橋
」
の
下
を
通

る
帆
傘
船
の
写
真
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
頃
に

は
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

帆
傘
船
に
乗
っ
て
釣
り
に
興
じ
る
光
景
は
、

人
々
の
日
常
に
深
く
浸
透
し
「
昔
懐
か
し
帆
傘
の

舟
で　

い
き
な
あ
の
娘
と
ニ
ロ
ギ
釣
り
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
が
、
昭
和
12
年
、
土
讃
線
全
通
記
念
に

開
か
れ
た
南
国
土
佐
大
博
覧
会
に
て
紹
介
さ
れ
た

「
新
ヨ
サ
コ
イ
歌
詞
」
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

帆
傘
船
は
、
埋
め
立
て
が
進
み
、
大
型
船
の
出

入
り
が
盛
ん
に
な
る
と
姿
を
見
か
け
な
く
な
り
ま

し
た
。
当
た
り
前
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
年
代

が
経
つ
に
つ
れ
、
人
々
の
記
憶
か
ら
も
薄
れ
は
じ

め
、「
昔
懐
か
し
」
と
懐
古
す
ら
で
き
な
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
す
。
本
資
料
は
そ
ん
な
か
つ
て
の
光

景
を
「
今
」
に
伝
え
て
く
れ
る
貴
重
な
１
枚
で
す
。

（
青
井
）
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タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
土
佐 

− 
絵
図
・
絵
葉
書
・
写
真 

−

企
画
展

会
期
：
令
和
６
年
４
月
29
日（
金
）～
６
月
23
日（
日
）

青
井　

恵
理
香

図１「土佐電気鉄道沿線名所大図会」（当館蔵）左上は九州、下関、釜山まで見える。

　

本
展
で
は
、
主
に
当
館
収
蔵
の
絵
図
・
絵

葉
書
・
写
真
と
い
っ
た
資
料
を
と
お
し
て
、

高
知
の
過
去
・
現
在
・
未
来
の
姿
を
見
つ
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
試
み
は
、
記
録
性
の
高
い
絵
図
・
絵

葉
書
・
写
真
だ
か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
の
私
達
が
な
く
し
て
し
ま
っ
た
も

の
。
そ
れ
で
も
い
つ
か
の
私
達
が
大
切
に
つ

な
げ
て
き
た
も
の
。
こ
れ
か
ら
の
私
達
が
な

く
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
も
の
。
そ
れ

ら
す
べ
て
を
歴
史
資
料
達
は
、「
今
」
の
私

達
に
伝
え
て
く
れ
ま
す
。

　

時
間
を
ゆ
っ
く
りさ

か
の
ぼ
遡
り
、
い
っ
し
ょ
に
あ

り
し
日
の
高
知
の
姿
を
見
る
旅
に
出
ま
し
ょ

う
。

■
高
知
を
結
ぶ

　

令
和
６
年
は
、
高
知
の
交
通
史
に
と
っ
て

節
目
の
年
で
す
。
Ｊ
Ｒ
（
旧
国
鉄
）
土
佐
線

開
業
１
０
０
年
、
そ
し
て
、
と
さ
で
ん
交
通

（
高
知
県
交
通
と
の
合
併
前
の
旧
土
佐
電
気

鉄
道
）
が
路
面
電
車
を
運
行
し
始
め
て
5
月

で
１
２
０
周
年
を
迎
え
ま
す
。

　
『
土
佐
電
気
鉄
道
沿
線
名
所
大
図
会
』（
図

１
）は
、昭
和
５
年
、土
佐
電
気
株
式
会
社（
土

佐
電
気
鉄
道
の
後
身
）
か
ら
の
依
頼
で
、
鳥

瞰
図
の
名
手
・
吉
田
初
三
郎
（
１
８
８
４
～

１
９
５
５
）
に
よ
っ
て
描
か
れ
ま
し
た
。
高

知
市
街
が
中
心
に
大
き
く
描
か
れ
、
東
は
室

戸
岬
、
西
は
須
崎
ま
で
が
ゆ
が
ん
だ
形
で
描

か
れ
て
い
る
ユ
ニ
ー
ク
な
絵
図
で
す
。

　

吉
田
初
三
郎
の
沿
線
名
所
図
絵
は
、
昭
和

天
皇
に
「
き
れ
い
で
わ
か
り
や
す
い
」
と
賞

賛
を
受
け
た
ほ
ど
で
、
ブ
ラ
ン
ド
に
な
り
、

鉄
道
会
社
や
地
方
自
治
体
は
こ
ぞ
っ
て
初
三

郎
に
絵
図
を
注
文
し
ま
し
た
。

　

絵
図
面
の
中
央
を
交
差
す
る
朱
線
は
高
知

市
内
に
巡
る
路
面
電
車
線
を
表
し
、
各
線
の

う
え
を
四
台
の
電
車
が
そ
れ
ぞ
れ
走
っ
て
い

ま
す
。
高
知
市
内
に
点
在
す
る
古
社
や
史
跡

が
紹
介
さ
れ
、
神
戸
か
ら
の
船
便
で
高
知
に

入
る
と
土
佐
電
気
株
式
会
社
が
運
営
す
る
電

車
や
バ
ス
で
不
自
由
な
く
高
知
市
内
の
名
所

に
行
け
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

　

土
佐
電
気
鉄
道
の
建
設
は
、
明
治
37
年

（
１
９
０
４
）
５
月
の
こ
と
で
す
。

　

財
政
や
地
形
の
問
題
で
、
四
国
の
鉄
道
建

設
は
大
幅
に
遅
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
、
人

の
移
動
は
馬
車
や
人
力
車
、
船
が
頼
り
で
し

た
。

　

四
国
初
と
な
っ
た
電
動
客
車
は
、桟
橋（
現

桟
橋
車
庫
前
）
―
梅
ノ
辻
間
と
堀
詰
―
乗の

り

出だ
し

（
現
グ
ラ
ン
ド
通
）
間
で
の
運
行
を
開
始
し

ま
し
た
。

　

図
２
の
絵
葉
書
は
、
電
車
の
始
発
点
と

な
っ
た
高
知
市
堀
詰
の
様
子
を
撮
影
し
て
い

ま
す
。
い
つ
頃
、
撮
ら
れ
た
も
の
か
ハ
ッ
キ

リ
と
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
自
動
車
と
併
走
す

る
路
面
電
車
が
見
え
ま
す
。

　

線
路
は
順
調
に
伸
び
て
い
き
、
製
紙
業
が

盛
ん
で
あ
っ
た
伊
野
（
現
い
の
町
）
や
遊
郭

の
あ
っ
た
新
地
（
現
高
知
市
稲
荷
町
付
近
）

な
ど
へ
も
届
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

土
佐
電
気
鉄
道
の
建
設
は
、
高
知
の
産
業

と
人
の
移
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で

す
。

（
参
考
：『
描
か
れ
た
高
知
市 

高
知
市
史 

絵
図
地
図

編
』
２
０
１
２
年 

高
知
市
、
野
沢
敬
次
『
四
国
の

鉄
道 

１
９
６
０
年
代
～
９
０
年
代
の
思
い
出
ア
ル

バ
ム
』
２
０
１
９
年 

株
式
会
社
ア
ル
フ
ァ
ベ
ー
タ

ブ
ッ
ク
ス
）

図２「絵葉書　高知市堀詰」（当館蔵）
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（
参
考
：『
描
か
れ
た
高
知
市 

高
知
市
史 

絵
図
地
図

編
』
高
知
市 

２
０
１
２
年 

、『
新
収
蔵
古
絵
図
展

　

描
か
れ
た
土
佐
の
浦
々
』
高
知
県
立
歴
史
民
俗

資
料
館 

２
０
０
５
年
）

図４「尾浦（大浦）図」（当館蔵）

■
土
佐
を
描
く

　

こ
こ
か
ら
は
少
し
時
間
を
遡
っ
て
、
更
に

昔
の
高
知
の
様
子
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

江
戸
時
代
の
土
佐
国
は
、
長
我
部
氏
宗
家

が
断
絶
し
た
あ
と
、
徳
川
氏
の
命
に
よ
っ
て

や
っ
て
来
た
山
内
氏
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
ま

す
。

　

江
戸
の
幕
府
と
地
方
大
名
の
関
係
は
、
常

に
緊
張
を
孕は

ら

ん
で
い
ま
し
た
。

い
つ
、
戦
国
時
代
の
よ
う
に

下
克
上
が
起
こ
っ
て
し
ま
う

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
の
不

安
か
ら
、
幕
府
は
地
方
で
大

名
達
が
武
力
を
で
き
る
限
り

蓄
え
な
い
よ
う
に
工
夫
し
つ

づ
け
ま
し
た
。

　

し
ば
し
ば
幕
府
が
提
出
さ

せ
た
国
絵
図
や
城
下
町
絵
図

は
そ
れ
を
監
視
す
る
例
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

国
絵
図
は
文
字
通
り
、
土

佐
国
全
体
を
俯
瞰
し
て
描
か

れ
た
絵
図
で
す
。
土
佐
国
を

巡
る
国
境
・
海
浜
・
郡
境
・

河
川
流
路
・
主
要
街
道
・
村

数
や
石
高
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
ひ
と
目
で
そ
の
国

の
実
態
が
把
握
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

当
館
に
は
、
横
幅
２
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
国
絵
図
が
収

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
知
市
内
の
豪
商
家
す
じ
に
伝
来
し
た
国

絵
図
で
、
元
禄
時
代
（
１
６
８
８
～
１
７
０

４
）
に
描
か
れ
た
国
絵
図
を
転
写
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
何
を
目
的
と

し
て
つ
く
ら
れ
、
そ
の
家
に
伝
わ
っ
て
き
た

も
の
か
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

各
村
を
つ
な
ぐ
主
要
陸
路
は
朱
線
で
表
現

さ
れ
、
村
と
村

を
つ
な
ぐ
経
路

が
わ
か
り
ま
す
。

浦
戸
を
起
点
と

し
た
航
路
情
報

も
詳
し
く
、
当

時
も
浦
戸
湾
が

国
の
玄
関
口
で

あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　

注
目
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
西
端

の
海
上
に
描
か

れ
た
沖
ノ
島
で

す
。
正
保
元
年

（
１
６
４
４
）
か

ら
万
治
２
年
（
１
６
５
９
）
ま
で
15
年
に
も

及
ん
だ
伊
予
国
と
の
間
で
国
境
論
争
が
あ
り

ま
し
た
の
で
、
そ
の
国
境
線
は
特
に
意
識
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
色
分
け
の
様
子
か

ら
う
か
が
え
ま
す
。

　

城
下
町
絵
図
は
、
町
の
主
要
路
や
用
水
路
、

武
家
屋
敷
が
記
さ
れ
、
当
時
の
都
市
景
観
が

把
握
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に

江
戸
時
代
初
期
に
描
か
れ
た
城
下
町
絵
図
は
、

城
郭
情
報
が
詳
細
に
描
か
れ
、
幕
府
の
軍
事

査
察
図
的
な
特
徴
が
目
立
つ
と
い
い
ま
す
。

　

必
ず
し
も
情
報
量
が
多
い
資
料
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
作
成
年
代
の
古
い
順
か
ら
見
て

い
く
と
人
口
の
増
幅
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に

町
が
開
発
さ
れ
て
い
く
の
か
が
見
え
、
当
時
、

整
備
さ
れ
た
町
割
り
の

大
部
分
が
現
在
の
高
知

市
街
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
の
が
よ
く
わ
か
り

ま
す
。

　

是
非
、
展
示
会
場
に

て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
土
佐
国
は
太
平

洋
に
面
し
て
い
ま
す
の

で
、
城
下
町
だ
け
で
な

く
、
海
辺
の
地
域
・
集

落
の
実
態
把
握
も
課
題

で
し
た
。
太
平
洋
に
面

し
、
海
を
介
し
て
直
接

外
界
と
つ
な
が
る
可
能

性
が
あ
る
た
め
、
藩
は

海
防
の
た
め
に
も
海
岸
線
や
岬
、
岩
礁
、
港

な
ど
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　

当
館
蔵
の
『
土
佐
国
浦
々
之
図
』
は
、
西

部
を
中
心
に
土
佐
国
の
沿
岸
部
の
様
子
が
収

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
状
と
比
べ
る
と
海
面
上
昇
な
ど
の
自
然

的
要
因
や
開
発
に
よ
る
埋
め
立
て
に
よ
っ
て

今
で
は
消
滅
し
た
小
島
や
浜
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
失
わ
れ
た
当
時
の
景
観
が
当
資
料
に

よ
り
復
元
で
き
ま
す
。

図３「国絵図」（当館蔵）
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■
高
知
の
未
来

　

私
達
の
暮
ら
し
の
そ
ば
に
あ
る
広
大
な
土

佐
の
海
は
、
恩
恵
を
与
え
て
く
れ
る
だ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

嘉
永
７
年
（
１
８
５
４
）
11
月
。
土
佐
国

を
襲
っ
た
巨
大
地
震
に
よ
る
津
波
と
火
災
は

「
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
・
子
孫
・
主
従
・
尊

卑
の
差
別
な
く
」
人
々
を
襲
い
、
逃
げ
場
を

な
く
し
た
者
達
の
「
叫
び
に
く
る
し
む
有
様

は
八は

ち

艱か
ん

地
獄
（
八
つ
の
苦
し
い
地
獄
）
に
呵か

責し
ゃ
く

（
責
め
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
）
の
有
様
」

と
残
さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。（『
絵
本
大
変
記
』

高
知
県
立
図
書
館
蔵
）

　

嘉
永
の
大
地
震
（
安
政
南
海
地
震
）
を
経

験
し
た
当
時
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
災
害

は
く
り
返
し
起
こ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
後

世
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
被
害
の
状
況

を
克
明
に
記
し
た
日
記
や
絵
図
、
地
震
碑
を

残
し
ま
し
た
。

　

高
知
県
立
図
書
館
蔵
の
『
絵
本
大
変
記
』

は
そ
の
１
つ
で
、
幕
末
～
近
代
に
か
け
て
活

動
し
た
絵
師
林
金
蔵
（
通
称
絵
金
）
が
描
い

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
ゆ
る
ゆ
る
と
年
も
替
れ
ば
、
卯
の
は
る

に
、
門
松
た
て
ず
、
七
五
三
引
か
ず
、
死
に

　

別
れ
た
る
尊
霊
へ
念
仏
申
計
な
り
、
か
か

る
大
変
に
落
ち
ぶ
れ
た
る
人じ

ん

気き

を
養
ん
為
」

描
か
れ
ま
し
た
。

　

炎
に
呑
ま
れ
、
家
屋
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、

波
に
流
さ
れ
、
必
死
に
逃
げ
ま
ど
い
、
た
だ

呆
然
と
す
る
ほ
か
に
な
い
人
々
の
姿
は
、
着

て
い
る
も
の
、
髪
型
が
現
代
風
で
は
な
い
と

い
う
だ
け
で
、
私
達
の
未
来
を
予
知
し
て
い

る
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
よ
り
92
年
後
の
昭
和
21
年
（
１
９
４

６
）
12
月
21
日
。
和
歌
山
県
沖
を
震
源
と
し

た
巨
大
地
震
（
南
海
大
地
震
）
が
、
空
襲
か

ら
の
復
興
間
も
な
い
高
知
を
襲
い
、
海
際
の

町
は
広
く
津
波
に
呑
ま
れ
、
多
く
の
死
傷
者
、

生
活
困
難
者
を
生
み
ま
し
た
。

　

更
に
こ
の
時
か
ら
78
年
。
私
達
を
遅
か
れ

早
か
れ
襲
い
く
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
へ

の
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
つ
づ
け
て
い
ま
す
。

　

政
府
に
よ
る
推
計
で
高
知
県
で
の
死
傷
者

数
は
約
５
万
人
に
及
ぶ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

■
高
知
を
語
る
資
料
達

　

資
料
達
は
変
わ
り
ゆ
く
高
知
の
姿
の
語
り

べ
で
す
。
人
間
の
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
口
を
持

ち
ま
せ
ん
が
、
雄
弁
に
語
り
か
け
て
き
ま
す
。

　

普
段
は
気
づ
き
に
く
い
こ
と
で
す
が
、
こ

う
し
て
、
資
料
を
辿
っ
て
い
く
と
、
今
こ
の

瞬
間
、
私
達
の
日
常
に
あ
る
当
た
り
前
は
、

当
た
り
前
で
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。

　

資
料
達
が
誘
う
時
間
旅
行
に
浸
り
な
が
ら
、

郷
土
の
歴
史
を
考
え
る
一
助
に
な
り
ま
し
た

ら
幸
い
で
す
。

（
参
考
：
高
知
県
立
美
術
館
監
修
『
絵
金 

極
彩
の
闇
』

グ
ラ
ム
ブ
ッ
ク
ス 

２
０
１
２
年
）

地
震
と
津
波
を
正
し
く
恐
れ
、
適
切
に
避
難

す
れ
ば
、
死
傷
者
数
は
８
０
０
０
人
程
度
に

抑
え
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
ら
く
本
県
で
は
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
へ

の
備
え
が
課
題
と
な
り
、
取
り
組
ま
れ
て
き

ま
し
た
。

　

当
館
で
も
平
成
25
年
、
平
成
30
年
に
、
地

震
対
策
へ
の
啓
発
に
な
れ
ば
と
南
海
地
震
を

題
材
に
し
た
企
画
展
を
催
し
て
い
ま
す
。

　

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
確
認
、
防
災
グ
ッ
ズ

の
見
直
し
に
並
ん
で
、
２
０
０
年
前
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ど
う
受
け
と
り
、
ど
う
活
か

し
、
そ
れ
を
ど
う
残
し
て
、
伝
え
て
い
く
か

も
、
今
を
生
き
る
私
達
の
課
題
と
も
い
え
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

図５「思をしも あみとられし浪に 数々の見れば拾ふて あまの命
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  網引仲間」
（『絵本大変記』（高知県立図書館蔵）パネル展示）
添えられた狂歌は百人一首が下敷きになっている。
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歩
い
て
考
え
る

　
　
　
　
　

− 
フ
ィ
ー
ル
ド
を
愛
し
た
民
俗
学
者 

−

 

民
話
と

　

 

と
も
に

追
悼
　
坂
本
正
夫
第
二
代
館
長

追
悼

市
原
麟
一
郎
先
生

　

市
原
麟
一
郎
先
生
が
、
令
和
５
年
９
月

24
日
に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
大
正
10
年

（
１
９
２
１
）
11
月
22
日
生
ま
れ
の
先
生
の

生
涯
は
、
民
話
と
と
も
に
あ
り
ま
し
た
。

　

先
生
は
土
佐
民
話
の
会
を
主
宰
、
民
話
を

記
録
し
民
話
紙
芝
居
で
普
及
し
ま
し
た
。
ま

た
月
刊
『
土
佐
の
民
話
』
を
昭
和
46
年
か
ら

平
成
25
年
ま
で
５
０
０
号
発
行
し
ま
し
た
。

　

民
話
と
の
出
会
い
は
昭
和
18
年
。
教
諭

だ
っ
た
先
生
は
書
店
で
『
肥
後
民
話
集
』
を

手
に
取
り
、「
こ
れ
は
面
白
い
」
と
教
室
で

子
ど
も
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
ま
し
た
（『
岡

豊
風
日
』
46
）。
な
お
、
先
生
の
『
し
ば
て

ん
童
子
』
は
小
学
時
代
の
愛
読
書
、
し
ば
て

ん
の
バ
ン
は
私
の
ヒ
ー
ロ
ー
で
し
た
。

　

当
館
で
は
、
平
成
10
年
か
ら
平
成
28
年
ま

で
味
元
家
旧
住
宅
主
屋
等
で
民
話
紙
芝
居
を

公
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
成
11
年
に
は

８
８
０
冊
の
民
話
の
本
を
寄
贈
い
た
だ
き
民

話
文
庫
と
し
て
開
架
し
て
い
ま
す
。
一
昨
年

は
高
知
県
立
文
学
館
の
カ
ル
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー

タ
ー
さ
ん
ら
に
『
驚
異
と
怪
異
』
関
連
行
事

と
し
て
民
話
紙
芝
居
を
公
演
い
た
だ
き
、
先

生
の
民
話
愛
は
大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

と
感
じ
入
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
中
村
）

　

坂
本
正
夫
先
生
が
令
和
５
年
９
月
７
日
に

ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　

先
生
は
、
昭
和
８
年
（
１
９
３
３
）
10
月

15
日
に
高
岡
郡
長
者
村
（
現
吾
川
郡
仁
淀
川

町
）
に
生
ま
れ
、
昭
和
31
年
に
学
習
院
大
学

政
経
学
部
を
卒
業
後
、
33
年
に
わ
た
り
高
校

教
員
と
し
て
勤
め
、
休
日
に
は
民
俗
採
集
の

た
め
高
知
県
下
を
歩
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

一
冊
の
本
と
の
出
会
い
が
、
そ
の
後
の
人

生
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
先
生
に
と
っ
て
は
、
若
い
こ
ろ
結
核

を
患
い
、
死
を
覚
悟
し
た
と
き
に
出
会
っ
た

神
島
次
郎
の
『
近
代
日
本
の
精
神
構
造
』
で

し
た
。
近
代
日
本
は
、
農
業
生
産
を
基
盤
と

し
て
祭
り
を
中
心
と
し
た
秩
序
の
あ
る
村
落

共
同
体
（
第
一
の
ム
ラ
）
に
な
ら
っ
た
擬
似

的
な
共
同
体
（
第
二
の
ム
ラ
）、
す
な
わ
ち

藩
閥
や
学
閥
を
指
導
者
層
が
秩
序
と
し
た
た

め
、
市
民
社
会
が
育
た
ず
、
人
材
が
都
会
へ

流
出
し
て
村
落
共
同
体
が
崩
壊
し
て
い
っ
た

こ
と
な
ど
を
論
考
し
た
本
で
す
。

　

こ
の
本
に
よ
っ
て
、
先
生
は
こ
れ
ま
で
と

は
違
っ
た
価
値
観
を
知
り
、
民
俗
学
を
志
し

た
と
、
折
に
ふ
れ
お
聞
き
し
ま
し
た
。

　

教
諭
と
し
て
在
職
中
、
先
生
は
『
日
本
の

民
俗　

高
知
』
や
『
高
知
県
史　

民
俗
編
』、

『
図
説
日
本
民
俗
誌　

高
知
』
な
ど
の
基
本

的
か
つ
重
要
な
文
献
を
共
著
で
刊
行
し
ま
し

た
。
ま
た
、
教
職
を
辞
し
た
後
も
精
力
的
に

民
俗
研
究
を
続
け
、『
土
佐
の
川
舟
民
俗
誌
』

や
『
土
佐
の
習
俗　

婚
姻
と
子
育
て
』
な
ど

を
著
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
か
ら
は
、
か
つ
て

の
暮
ら
し
や
、
今
と
は
異
な
る
村
落
共
同
体

の
価
値
観
が
見
出
さ
れ
ま
す
。

　

一
冊
の
本
に
出
会
っ
て
先
生
が
民
俗
学
に

魅
了
さ
れ
た
よ
う
に
、
先
生
の
著
書
か
ら
私

た
ち
は
民
俗
の
世
界
に
い
ざ
な
わ
れ
ま
す
。

　

当
館
と
の
関
わ
り
は
、
創
設
時
の
文
化
振

興
専
門
者
会
議
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
さ

れ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

の
後
、
吉
村
淑
甫
初
代
館
長
か
ら
の
バ
ト
ン

を
受
け
、
平
成
11
年
４
月
か
ら
平
成
18
年
３

月
ま
で
の
７
年
間
、
第
二
代
館
長
と
し
て
当

館
の
運
営
に
当
た
り
ま
し
た
。

　

就
任
当
初
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、「
収

蔵
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
館

の
あ
り
方
に
関
わ
る
問
題
」
と
指
摘
し
て
い

ま
す
（『
岡
豊
風
日
』
33
）。

　

ま
た
、
現
代
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
民

俗
学
は
有
効
な
学
問
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
土

佐
の
民
俗
的
特
徴
は
他
所
か
ら
の
影
響
を
無

視
で
き
な
い
と
、
カ
ツ
オ
漁
を
例
に
あ
げ
つ

つ
専
門
的
か
つ
広
い
視
野
で
述
べ
、
文
化
史

研
究
や
関
連
機
関
と
の
連
携
な
ど
の
課
題
も

あ
げ
て
い
ま
す
。

　

民
具
に
も
深
い
関
心
を
寄
せ
、
館
長
在
任

中
、
本
紙
に
「
土
佐
の
民
具
」
を
20
回
に
わ

た
っ
て
連
載
し
ま
し
た
。
箕
や
箱
膳
、
火
吹

竹
、
船
霊
や
エ
ビ
ス
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
民

具
を
解
説
し
、
モ
ノ
か
ら
土
佐
人
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
垣
間
見
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
「
歩
い
て
い
る
と
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
発

見
が
あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
フ
ィ
ー
ル
ド

に
出
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
先
生
。

　

ご
一
緒
し
た
調
査
や
研
究
会
、
酒
席
の
思

い
出
は
唯
々
な
つ
か
し
く
、
山
村
や
漁
村
、

町
を
歩
く
先
生
の
姿
が
、
今
も
鮮
や
か
に
目

に
浮
か
び
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
）
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旗
が
み
え
る
。
そ
れ
以
外
の
旗
も
あ
る
の

で
、
旗
の
種
類
と
掲
揚
さ
れ
て
い
る
場
所

を
検
討
し
た
ら
面
白
い
か
も
。

・
な
ぜ
第
六
扇
は
白
紙
な
の
だ
ろ
う
。
違
う

形
状
だ
っ
た
作
品
を
屏
風
に
仕
立
て
直
し
、

利
用
、
保
存
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
ま
し
た
。

　

一
人
の
絵
師
、
一
つ
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、

異
な
っ
た
視
点
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
違
う
読

み
解
き
方
が
あ
る
―
―
つ
く
づ
く
、
文
化
は

縦
割
り
で
は
語
れ
な
い
、
多
角
的
な
と
ら
え

方
が
必
要
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

　

展
覧
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
調
査
を
踏
ま
え
、

三
館
そ
れ
ぞ
れ
の
強
み
を
生
か
し
た
内
容
と

な
る
予
定
で

す
。
ご
期
待

く
だ
さ
い
！

　
　
（
那
須
）

　

今
年
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
土

佐
を
代
表
す
る
絵
師
、
河
田
小
龍
（
文
政
７

年（
１
８
２
４
）～
明
治
31
年（
１
８
９
８
））

の
生
誕
二
〇
〇
年
の
節
目
の
年
に
あ
た
り
ま

す
。
そ
こ
で
今
秋
、
当
館
、
県
立
美
術
館
、

県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
三
館
が
連
携
し
た

企
画
展
を
開
催
す
る
べ
く
、
現
在
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
、
小
龍
関
係
資
料
の
合
同
調

査
を
不
定
期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
合
同
調

査
の
楽
し
み
は
何
と
言
っ
て
も
、
一
人
で
は

気
づ
け
な
い
、
思
い
が
け
な
い
発
見
に
出
会

え
る
こ
と
。

　

例
え
ば
、
河
田
小
龍
が
描
い
た
《
高
知
城

下
鳥
観
図
屏
風
》。
高
知
市
の
筆
山
方
面
か

ら
高
知
城
下
を
眺
め
、
東
は
御
座
、
南
は
桂

浜
、
北
は
土
佐
神
社
、
西
は
高
知
城
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
明
治
６
年
に
取
り
壊
さ
れ
た

高
知
城
二
の
丸
、
三
の
丸
が
描
か
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
作
品
だ
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
作
品
を
合
同
調
査
し
た
際
に
は
、

・
桂
浜
の
下
（
南
）
に
吸
江
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
実
際
の
景
色
と
違
う
の
で
は
な
い

か
。
写
実
で
は
な
い
小
龍
の
創
意
は
ど
の

程
度
あ
る
の
だ
ろ
う
。

・
土
佐
海
援
隊
旗
の
配
色
と
同
じ
赤
白
赤
の

　

昨
年
10
月
か
ら
、「
岡
豊
城
跡
探
訪
」
と

し
て
月
に
1
回
岡
豊
城
跡
内
を
歩
い
て
遺
構

の
特
徴
な
ど
説
明
を
し
て
き
ま
し
た
。

　

10
月
27
日
に
は
礎
石
建
物
跡
編
と
し
て
、

詰
や
三
ノ
段
を
中
心
に
そ
の
規
模
や
性
格
等

を
説
明
し
ま
し
た
。
詰
の
礎
石
建
物
に
は
瓦

が
葺
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
詰
下
段
・
三
ノ

段
で
は
葺
か
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
違

い
な
ど
か
ら
性
格
の
差
が
見
え
ま
す
。
土
佐

の
城
郭
で
礎
石
建
物
が
出
現
し
始
め
る
時
期

に
か
け
て
、
こ
れ
か
ら
周
辺
城
郭
で
発
掘
調

査
が
進
め
ば
も
っ
と
解
明
さ
れ
長
宗
我
部
氏

の
城
づ
く
り
の
一
端
が
見
え
て
く
る
で
し
ょ

う
。

　

11
月
13
日
は
、
畝
状
竪
堀
編
と
し
て
実
施

し
ま
し
た
。
岡
豊
城
の
斜
面
部
に
は
多
く
の

竪
堀
が
確
認
さ
れ
て
お
り
斜
面
の
横
移
動
を

遮
断
す
る
役
割
を
も
っ
て
い
る
遺
構
で
す
。

3
条
以
上
の
連
続
し
た
竪
堀
に
つ
い
て
、
畝

状
竪
堀
群
や
畝
状
空
堀
群
と
か
の
名
称
が
使

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
土
佐
で
は
、
斜
面
部
に

連
続
竪
堀
が
構
築
さ
れ
た
城
跡
が
少
な
か
ら

ず
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
岡
豊
城
跡
の
北

西
部
に
は
横
堀
や
土
塁
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た

竪
堀
群
が
特
異
な
遺
構
と
し
て
存
在
し
、
こ

の
遺
構
は
連
続
竪
堀
と
の
時
期
差
も
認
め
ら

れ
ま
す
。

　

12
月
10
日
は
、
詰
、
三
・
四
ノ
段
編
と
し
て
、

各
曲く

る

輪わ

の
機
能
や
名
称
に
つ
い
て
日
頃
考
え

て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
土
佐
特
有

の
呼
び
方
で
あ
る
詰
や
二
ノ
段
な
ど
は
、
長

宗
我
部
地
検
帳
で
主
郭
部
を
詰
ノ
タ
ン
と
か
、

そ
れ
に
繋
が
る
曲
輪
を
二
ノ
塀
と
記
載
さ
れ

て
い
る
城
跡
が
多
い
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な

呼
び
方
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
検
地
が
行
わ
れ

た
天
正
16
年
か
ら
17
年
に
か
け
て
は
、
古
城

と
な
っ
て
い
る
城
郭
が
多
い
で
す
が
、
曲
輪

名
だ
け
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
長
宗
我
部

氏
の
本
拠
で
あ
る
岡
豊
城
や
そ
の
一
族
の
城

郭
に
つ
い
て
は
、
検
地
が
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

の
で
、
曲
輪
の
名
称
が
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

同
じ
よ
う
な
名
称
が
使
わ
れ
て
い
た
と
推
測

で
き
ま
す
。
岡
豊
城
の
名
称
も
「
南
路
志
」

で
は
豊
岡
城
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
い
つ
頃

名
称
が
変
わ
っ
た
の
か
不
明
で
す
。

　

1
月
28
日
は
最
終
回
で
、
縄
張
り
編
と
し

て
実
施
し
ま
し
た
。
縄
張
り
図
は
、
各
城
郭

研
究
者
に
よ
っ
て
縄
張
り
図
の
表
現
方
法
が

異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
研
究
者
の
遺
構
の

見
方
や
捉
え
方
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
岡

豊
城
跡
は
、
こ
れ
ま
で
高
知
高
専
測
量
同
好

会
作
成
の
実
測
図
に
始
ま
り
、
城
郭
研
究
者

の
本
田
昇
・
池
田
誠
・
千
田
嘉
博
氏
の
縄
張

り
図
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
新
の
縄
張

り
図
は
、
赤
色
立
体
地
図
を
利
用
し
た
詳
細

で
正
確
な
縄
張
り
図
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
松
田
）

「
三
館
連
携
企
画
　
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
　
河
田
小
龍
」
に
む
け
て

令
和
６
年
度　

秋
季
企
画
展

岡
豊
城
跡
探
訪

コ

ラ

ム

河田小龍筆《高知城下鳥観図屏風》（個人蔵、当館寄託）
高知県立美術館「日曜市一台所から観光名所へ」展図録（2007）より転載
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れきみんニュース

　今年度は「歴史にどっぷり！」ハマる企画です。
高低差などの地形や位置を確認しながら、じっく
りと史跡を歩くことで見えてくる、古くから栄え
たまほろばの地。最新の情報をまじえながらたっ
ぷりとご案内します。ぜひ、ご参加ください。

①４月21日(日) 古墳にどっぷり！
　土佐のまほろばには古墳がいっぱい。高知の
３大古墳とされる小蓮古墳や横穴式石室の芝ノ
前古墳、今は人も通らない山道を行く野津古古
墳など、この地の特別な古墳をご案内します。
（小蓮古墳、芝ノ前古墳、野津古古墳など）

②５月16日(木) 先人の知恵にどっぷり！
　暴れ川とも言われる岩清水川（現　国分川）。
堤をつくり、決壊させないための工夫をして水
を治めてきた先人の知恵をじっくり学びます。
(和田地区堤跡､水越堤跡､吉田城跡付近堤跡など)

令和６年３月29日(金)～５月26日(日)
　来場者の皆様が選ぶ「みんなのお気に入り賞」の投票
も行います。奮ってご参加ください。

　第19回「岡豊山フォトコンテスト」も開催予定です。岡豊
山や歴民館へお越しの際には、撮影を。

令和６年４月７日(日)
　中庭の特設ステージでは、太鼓やダンス、南国市のご当地キャラ大集
合など多彩なプログラムをご用意しています。
　美味しいグルメブースも出店(９店舗)。館内ワークショップや国史
跡・岡豊城跡の史跡ガイドツアーも体験することができます。
　当日、館の駐車場が満車の場合は、臨時駐車場（岡豊小学校グラウン
ド）を利用できます。また、再開館を記念し３月29日から４月７日まで
の期間、「坂本龍馬湿板写真」と「山内容堂湿板写真」の実物資料の展
示、入館された方へのプレゼントを行います。
　そのほか、３月29日、30日、31日はキッチンカーが各日２～３店舗出
店するなど楽しめる内容を多数準備中です。ぜひ、岡豊山で春の訪れを
ご体感ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務事業課）

土佐のまほろば
　　　ウォーク2024
－歴史にどっぷり！－

第18回岡豊山フォト
コンテスト作品展示

第14回岡豊山さくらまつり

▲「若さ、はじける！」鳥原弘子（優秀賞）

▲｢秋よ来い」小栁由紀
　(スマホ大賞）

▲「秋
あき

日
び

和
より

」島元慶子（最優秀賞）

▲「初
はつ

雪
ゆき

」太田和子（優秀賞）

●いずれも８:30～11:30予定
　参加費：各回500円　　定員：各20名
　ガイド：土佐のまほろば地区振興協議会ほか
●申込受付：令和６年３月１日(金）９:00～　
●10月以降も開催決定！
　詳しくはチラシ、当館ＨＰで！申込み受付中
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令和６年(2024) 4月〜6月の催し

https://www.kochi-rekimin.jp
Eメール：rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp
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印
刷
株
式
会
社

絵図や絵葉書は、ある時期
の風景・風俗・人々の営みを
そこにとどめ、今に伝える貴
重な資料です。
見る者をタイムトリップさ
せ、歴史を再発見させてく
れます。土佐の商家に伝
わった全長２メートルの『御
国絵図』、海沿いの村の様
子を描いた『土佐国浦々之
図』、どこか懐かしい光景
を写した写真絵葉書など当
館収蔵資料を中心に紹介
します。あわせて、令和６年
に路面電車運行120周年を
迎えるとさでん交通（旧土
佐電気鉄道）関連ミニコー
ナーも設け、ありし日の高
知の姿を見つめます。

4月26日(金)〜6月23日(日)

企画展 タイムトリップ土佐
－絵図・絵葉書・写真－

企画展関連催し

展示に関するクイズや貴重資料の期間
限定公開など、楽しいイベントを開催！

5月3日(金・祝)
開館記念日

れきみんの日

第１４回 岡豊山さくらまつり

グルメブース、南国市のゆるキャラ大集合！など

●講座
 「日記・絵図・拓本に見る土佐国の安政地震」
　５月25日(土）13:00～15:00
　講師：当館学芸員　青井恵理香

●ワクワクワーク
 「自分だけのオリジナルポストカードをつくろう！」
　５月３日(金・祝）10:00～15:30

●ミュージアムトーク（担当者による展示解説）
　①4月27日(土)、②5月3日(金・祝)、③6月9日(日) 
　各回13:30～14:00

※企画展関連催しは、全て観覧券要。
　講座は要申込（電話・メール・FAX)、先着60名。

５月11日(土) 10:00〜

 4月7日(日）10:00～15:30

第15回 長宗我部フェス

毎月第3日曜日（3月を除く）9：30～12：00
４月21日､5月19日､6月16日
定期的にいろりに火を入れ
ます。パチパチ薪がはぜる音
を聞きながら、暖かい火を囲
みませんか？（予約不要）

民家で囲炉裏の火焚き

迫力の鉄砲隊演武、ステージイベントやグルメブースも予定。

秘められた神と祭り
−高知県の不思議をたずねて−

7月19日(金)～9月23日(月・振)

次回企画展

祭りといえば派手でにぎやかなもの。
でも県内には人知れず行われる儀式や
深夜の祭りも各地にあります。本展で
は、香南市の烏食い神事、高知市のお
樽行事、中土佐町のおみこくさん、香美
市のいざなぎ流などの写真や用具を展
示し、高知県の神秘的で不思議な民俗
を探訪します。

いざなぎ流　仮面
（当館蔵）

絵葉書「尾長鶏」（当館蔵）

入館
無料

歴民館のホームページを
リニューアル！

歴民館のホームページをこれまで以上に
見やすくしました。是非、ご覧ください。

新しいホームページアドレスは、次のとおりです。
https://www.kochi-rekimin.jp


