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「
岡
豊
風
日
」
100
号
達
成
！

　
「
岡
豊
風
日
」
は
、
企
画
展
の
内
容
紹
介
を
は
じ
め
館
の
活

動
報
告
や
こ
れ
か
ら
の
催
し
案
内
な
ど
を
掲
載
す
る
当
館
の
広

報
紙
で
、
全
８
頁
、
年
４
回
の
発
行
で
す
。
当
館
が
開
館
し
た

平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
の
９
月
１
日
に
創
刊
さ
れ
、
今
号
で

100
号
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様
方
の
ご
愛

顧
の
賜
物
で
す
。
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

100
号
に
至
る
26
年
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
変
遷
も
あ
り
ま
し

た
。
大
き
な
変
化
は
24
号
か
ら
Ｂ
５
版
が
Ａ
４
版
に
一
回
り
大

き
く
な
っ
た
こ
と
。
こ
れ
は
公
文
書
の
サ
イ
ズ
変
更
に
連
動
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
初
は
白
黒
だ
っ
た
の
が
48
号
か
ら
オ
ー

ル
カ
ラ
ー
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
カ
ラ
ー
化
に
と
も
な
い
、
そ

れ
ま
で
表
紙
は
館
内
外
の
方
々
の
エ
ッ
セ
ー
で
し
た
が
、「
資

料
見
聞
」
と
題
し
た
資
料
紹
介
に
切
り
替
え
ま
し
た
。

89号。大胆なレイアウトで迫る。

 創刊号の表紙。初代吉村館長の文章

　

命
名
と
題
字
は
、
吉
村
淑よ

し

甫ほ

初

代
館
長
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
１

号
の
編
集
後
記
に
は
「「
風
日
」
に

は
、
漠
然
と
し
た
「
時
の
流
れ
」
と

い
っ
た
語
意
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ど

こ
と
な
く
の
ど
か
な
印
象
を
与
え
る

言
葉
で
あ
る
が
、
開
館
初
年
度
の

我
々
の
毎
日
は
繁
務
に
追
わ
れ
、「
風

日
」
と
は
程
遠
い
所
に
あ
る
。
せ
め

て
、
気
持
だ
け
で
も
「
風
日
」
を
大

切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
26
年
後
の
現
在
で

は
、
業
務
内
容
は
数
倍
に
増
え
、
開

館
の
頃
こ
そ
が「
風
日
」の
日
々
だ
っ

た
と
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
が
、
や

は
り
心
の「
風

日
」
を
失
わ

ず
に
、
館
と

「
岡
豊
風
日
」

を
魅
力
的
な

も
の
に
し
て

い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

→左から48号、50号、63号表紙。
カラー化にともなって、写真を
大きく出すようになった。

〈高知県立歴史民俗資料館だより・おこうふうじつ〉 第100号　平成30年(2018)１月１日
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初
詣
や
、
運
勢
を
占
い
た
い
と
き
、
神
社
で
お
み

く
じ
を
引
く
こ
と
は
よ
く
あ
り
ま
す
よ
ね
。
ま
た
、

仲
間
同
士
で
何
か
の
当
番
や
順
番
を
決
め
た
り
す
る

時
に
も
ク
ジ
引
き
と
い
う
手
段
は
使
わ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
当
り
ク
ジ
を
引
い
た
ら
命
を
取
ら
れ
る
と

な
っ
た
ら
話
は
別
。
誰
も
そ
ん
な
ク
ジ
引
き
は
し
た

く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
か
ら
お
よ
そ
150
年
前
。
実
際
に
命
を
か
け
た
ク

ジ
引
き
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
２
月
22
日
、

大
坂
の
土
佐
稲
荷
神
社
境
内
に
お
い
て
、「
堺
事
件
」

の
責
任
を
と
っ
て
切
腹
す
る
人
間
を
決
め
る
ク
ジ
引

き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
上
の
絵
図
は
、
ク
ジ
に
当
っ

た
横
田
辰
五
郎
の
記
憶
に
基
づ
く
鳥
瞰
図
で
す
。

　

画
面
右
側
に
は
鳥
居
付
近
で
警
備
す
る
通
称
「
御

預
り
固
人
」
た
ち
が
い
ま
す
。
彼
等
は
堺
事
件
の
当

事
者
と
な
っ
た
元
土
佐
藩
六
番
・
八
番
隊
士
を
特
命

に
よ
り
監
視
、
拘
束
し
て
い
た
人
び
と
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
近
く
に
は
身
を
清
め
る
た
め
の
手
洗
い
場

が
あ
り
、
両
隊
士
た
ち
が
所
在
な
げ
に
佇
ん
で
い
ま

す
。
彼
等
は
こ
れ
か
ら
運
命
を
か
け
た
ク
ジ
引
き
に

挑
む
の
で
す
。
心
情
を
想
像
す
る
と
あ
ま
り
に
惨
く
、

息
苦
し
く
な
り
ま
す
。
よ
く
見
る
と
武
士
な
の
に
大

事
な
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
お
分
か
り
の
と
お
り
二

本
差
し
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　

こ
の
絵
図
で
は
す
で
に
ク
ジ
引
き
は
始
ま
っ
て
い

て
、
足
軽
な
ど
の
下
級
武
士
の
行
動
を
監
視
す
る
下

横
目
２
人
が
名
簿
順
に
名
前
を
呼
び
上
げ
、
ク
ジ
引

き
を
し
た
あ
と
、
そ
の
結
果
を
大
目
付
の
小こ

み
な
み南

五ご

郎ろ
う

右え

も

ん
衛
門
た
ち
が
確
認
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

当
り
ク
ジ
を
引
い
た
者
は
そ
の
場
に
残
り
、「
白し

ら

鬮く
じ

」

志
国
高
知 

幕
末
維
新
博
関
連
企
画
第
５
弾  

企
画
展 

堺
事
件

－

１
５
０
年
の
時
を
経
て

－

の
ご
案
内

平
成
30
年
1
月
20
日（
土
）～
３
月
25
日（
日
）

（
は
ず
れ
ク
ジ
）
を
引
い
た
者
は
終
わ
る
ま
で
エ
ン

マ
堂
の
前
で
待
た
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
今
ま
さ
に
運

命
の
ク
ジ
を
引
い
て
い
る
人
物
こ
そ
辰
五
郎
自
身
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ク
ジ
引
き
は
、
両
隊
の
隊
長
と
小こ

が

頭し
ら

２
人
を
除
く

16
人
を
、
発
砲
を
自
供
し
た
25
人
の
中
か
ら
選
ぶ
た

め
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
辰
五
郎
は
ク
ジ
に
当
り
ま
し

た
が
、
切
腹
を
免
れ
た
生
き
残
り
組
の
う
ち
の
１
人

で
す
。
事
件
後
、
名
誉
回
復
の
た
め
、
そ
し
て
真
実

を
正
確
に
後
世
に
伝
え
る
た
め
本
史
料
（「
堺
表
土

佐
藩
士
攘
夷
記
」）
を
執
筆
し
た
の
で
し
ょ
う
。

現在の土佐稲荷神社

※土佐稲荷神社…享保２年（1717）６代土佐藩主・山内豊隆が大坂蔵屋敷内に京都伏見稲荷大社の  分霊を祀ったことに由来します。

御
預
り
固
人

御
手
洗

エ
ン

マ堂

白
鬮
取
当
ル
人

御
下
横
目
役

可
受
上
裁
鬮
取
当
ル
人

名
順
ヨ
ム

鬮
取
所

大
御
目
付
役

　

今
回
の
企
画
展
で
は
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
後
の

混
乱
に
よ
る
堺
の
治
安
維
持
の
た
め
派
遣
さ
れ
て
い

た
土
佐
藩
兵
が
、
上
陸
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
軍
水
兵

を
銃
撃
し
た
、い
わ
ゆ
る「
堺
事
件
」を
取
り
上
げ
ま
す
。
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宝珠院（堺市）

堺表土佐藩士攘夷記（部分） 宇賀四郎氏蔵 ※土佐稲荷神社…享保２年（1717）６代土佐藩主・山内豊隆が大坂蔵屋敷内に京都伏見稲荷大社の  分霊を祀ったことに由来します。

小
南
五
郎
右
衛
門
殿

史跡めぐりのご案内
　本企画展では、堺事件の足跡をたどるツアーを開催予定！！
土佐藩士が切腹した妙國寺
だけでなく、土佐藩士11人
が眠る宝珠院や、フランス水
兵の眠る神戸市立外国人墓
地など、普段は公開されてい
ない場所も見学します。
　また、世界遺産登録へと
期待が高まっている仁徳天
皇陵古墳（大仙陵古墳・大

仙古墳）など、堺市内の名所
も訪問予定。全見学地におい
て、学芸員や現地ガイドの解
説付き。明治維新の激動に
散った土佐藩士の足跡を、ぜ
ひこの機会にご覧下さい。

  　なお、ツアーに関する詳細は
当館までお問い合わせ下さい。

　

こ
の
事
件
で
は
、
フ
ラ

ン
ス
側
に
11
人
の
死
者
が

出
た
こ
と
か
ら
一
気
に
国

際
問
題
に
発
展
。
慌
て
た

新
政
府
は
土
佐
藩
主
の
謝

罪
と
賠
償
金
15
万
ド
ル
の

支
払
い
、
さ
ら
に
発
砲
し

た
土
佐
藩
兵
を
処
罰
す
る

こ
と
で
沈
静
化
を
図
り
ま

し
た
。　

　

運
命
の
ク
ジ
引
き
を
経

て
、
切
腹
す
る
こ
と
に

な
っ
た
20
人
の
土
佐
藩
士
。

彼
等
の
多
く
は
名
も
無
い

足
軽
で
し
た
。
ま
た
、
銃

撃
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
兵
の

中
に
は
、
徴
集
さ
れ
た
青

年
も
多
く
含
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
150
年
の
時
を
経
た

か
ら
こ
そ
、
冷
静
か
つ
公

正
な
視
点
で
こ
の
事
件
を

ご
紹
介
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
開
国
時
の
日
本
を
取

り
巻
く
国
際
情
勢
、
そ
し

て
様
々
な
か
た
ち
で
本
事

件
に
関
わ
っ
た
人
び
と
の

証
言
な
ど
も
織
り
交
ぜ
な

が
ら
、
歴
史
の
闇
に
葬
ら

れ
た
人
び
と
の
声
無
き
声

に
耳
を
傾
け
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

外国人墓地（神戸市）

堺市で開催される「堺事件｣
関連企画のご案内

｢堺事件 150年｣
平成30年２月３日（土）～同25日（日)
堺市立中央図書館１階ロビー

平成30年
２月10日(土)～11日(日)

堺事件関連の貴重図書20～30点と写
真パネル約20点ほどで構成。秘蔵の
「堺妙國寺十一烈士銘々図伝」も初公
開されます。
※記念講演会「土佐藩士・横田辰五郎
　のみた堺事件」高知県立歴史民俗資
　料館　学芸課長　野本　亮
　平成30年２月４日（日）午後２時～４時
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土
佐
と

の 

ふ
か
ー
い
ご
縁

「
堺
」

　

上か
み

方が
た

（
主
に
兵
庫
）
か
ら
九
州
北
部
を
目

指
す
遣け

ん

明み
ん

貿
易
船
（
勘
合
船
）
の
多
く
は
中

国
海
路
（
瀬
戸
内
海
航
路
）
を
使
用
し
ま
し

た
。
一
方
、
堺
か
ら
紀
伊
・
淡
路
・
阿
波
・

土
佐
・
伊
予
・
九
州
へ
と
向
か
う
通
称
「
南な

ん

海か
い

路ろ

」
と
呼
ば
れ
る
航
路
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
ル
ー
ト
は
、
応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
、

瀬
戸
内
海
ル
ー
ト
を
使
用
で
き
な
く
な
っ
た

管か
ん

領れ
い

・
細
川
氏
派
遣
の
船
舶
に
と
っ
て
、
極

め
て
重
要
な
航
路
で
あ
り
、
入
港
可
能
な
土

佐
沿
岸
の
港
も
そ
の
存
在
価
値
を
高
め
ま
し

た
。
土
佐
西
部
に
勢
力
を
張
っ
た
土
佐
一
条

氏
は
、
こ
の
南
海
路
を
航
行
す
る
船
舶
、
特

に
細
川
氏
や
本
願
寺
と
結
ん
だ
堺
商
人
ら
が

仕
立
て
た
船
団
に
様
々
な
便
宜
を
図
っ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

天
正
3
年
に
土
佐
を
統
一
し
た
長
宗
我
部

元
親
は
、
引
き
続
き
四
国
平
定
の
難
事
業
に

挑
み
ま
す
。
し
か
し
、
常
に
織
田
信
長
や
豊

臣
秀
吉
か
ら
の
妨
害
を
受
け
た
た
め
苦
戦
を

強
い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
上
方
と
土

佐
を
往
復
す
る
商
人
や
宗
教
者
か
ら
逐
一
上

方
の
情
報
を
集
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

元
親
は
、
そ
れ
ま
で
一
条
氏
や
他
の
有
力
国

　

長
い
戦
乱
の
時
代
が
終
わ
り
、
徳
川
幕
府

に
よ
る
安
定
し
た
時
代
が
到
来
し
ま
し
た
。

そ
の
地
理
的
・
経
済
的
な
重
要
性
か
ら
天
下

人
ら
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
続
け
た
堺
で
し
た

が
、
天
領
と
な
り
堺
奉
行
の
支
配
の
も
と
で
、

人
（
安
芸
氏
や
津
野
氏
）
ら
が
個
別
に
持
っ

て
い
た
上
方
と
の
人
脈
を
一
手
に
握
り
、
外

交
・
軍
事
面
で
活
用
し
ま
し
た
。
新
兵
器
で

あ
っ
た
鉄
砲
と
弾
薬
を
ス
ム
ー
ズ
に
調
達
す

る
た
め
、
堺
に
協
力
者
を
置
い
て
い
た
の
も

そ
の
一
例
で
す
。『
元
親
記
』
に
は
、
小
牧
・

長
久
手
陣
に
お
い
て
、
徳
川
家
康
と
密
か
に

結
ん
で
い
た
元
親
が
「
上
ノ
坊
」
と
い
う
者

を
堺
に
派
遣
し
、
鉄
砲
の
調
達
を
さ
せ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
、
天
正
13

年
、
秀
吉
に
降
伏
し
た
元
親
と
家
臣
一
行
が
、

上
坂
の
た
め
最
初
に
上
陸
し
た
の
は
堺
で
し

た
が
、
問
丸
・
宍し

し

喰く
い

屋や

四し

郎ろ
う

右え

も

ん
衛
門
を
待
機

さ
せ
、
そ
の
案
内
で
正
法
寺
に
宿
泊
し
て
い

る
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
か
な
り
以
前
か
ら

堺
を
上
方
の
拠
点
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た

様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
す
。
余
談
で
す
が
、

こ
の
時
元
親
一
行
は
今い

ま

井い

宗そ
う

久き
ゅ
う

の
邸
宅
に
宿

泊
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
堺
の
名

だ
た
る
茶
人
の
な
か
で
も
当
初
宗
久
と
の
関

係
を
深
め
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
ま
す
。

豊
か
な
町
人
文
化
が
華
開
き
ま
す
。
も
と
よ

り
職
人
の
町
で
も
あ
っ
た
堺
に
は
、
鉄
砲
の

製
作
に
携
わ
る
鉄
砲
鍛
冶
が
多
く
い
ま
し
た

が
、
島
原
の
乱
を
最
後
に
戦
乱
が
収
ま
る

と
、
次
第
に
生
産
量
は
頭
打
ち
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
し
か
し
、
全
国
の
各
大
名
家
と
も

に
「
武
家
の
備
え
」
と
し
て
一
定
数
の
銃
砲

を
必
要
と
し
た
の
で
、
需
要
が
な
く
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
堺
筒
は
店
頭
売

り
を
重
視
し
て
い
た
た
め
、
華
や
か
な
飾
金

具
や
象ぞ

う

嵌が
ん

を
施
し
て
い
る
の
が
特
徴
の
一
つ

で
す
。
こ
う
し
た
細
や
か
な
細
工
が
職
人
の

技
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て

い
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
各
地
の
大
名
家
に
は
砲
術
師
と

い
う
銃
砲
の
専
門
家
が
召
し
抱
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
彼
等
の
も
と
で
修
行
を
積
ん
だ
武

士
た
ち
は
、
武
芸
と
し
て
砲
術
の
腕
を
磨
き
、

好
み
に
応
じ
た
鉄
砲
を
堺
等
の
鉄
砲
鍛
冶
に

注
文
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
堺
の
榎え

並な
み

勘か
ん

左ざ

衛え

門も
ん

は
全
国
各
地
の
大
名
十
六
家
へ

の
出
入
り
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う

ち
の
一
つ
は
土
佐
藩
山
内
家
で
し
た
。
そ
の

た
め
土
佐
国
内
に
は
堺
製
の
鉄
砲
が
か
な
り

流
入
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
堺
で
修

行
を
積
ん
だ
鉄
砲
鍛
冶
が
土
佐
に
帰
国
し
て

製
作
し
た
土
州
筒
も
、
あ
る
意
味
堺
系
の
鉄

砲
と
い
え
ま
す
の
で
、
そ
の
影
響
は
計
り
知

れ
ま
せ
ん
。

　

鉄
砲
に
限
ら
ず
土
佐
と
堺
の
交
流
の
歴
史

は
濃
密
で
す
。（
野
本
）

堺筒　銘 摂州住山田佐七作　外からくり　昇龍象嵌　松木幾八コレクション

堺筒　銘 摂州住山田佐七作　内からくり　兜の象嵌　松木幾八コレクション

長
宗
我
部
元
親
と
南
海
路
、

そ
し
て
堺

堺
に
学
べ
！

海
を
渡
る
土
佐
の
鍛
冶

『
元
親
記
』
（
部
分
）



－5－

　

郷
土
玩
具
は
、
土
や
木
、
紙
な
ど
身
近
な

素
材
に
よ
っ
て
日
本
各
地
で
作
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
的
な
も
の
ば
か
り

か
と
思
い
き
や
、
意
外
に
も
異
人
さ
ん
の
人

形
が
あ
ち
こ
ち
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
出
島
の
あ
っ
た
長
崎
県
の
「
古

賀
人
形
」に
は
、ふ
ん
わ
り
広
が
っ
た
ス
カ
ー

ト
姿
で
息
子
の
手
を
引
く
「
西
洋
婦
人
」
な

ど
が
み
ら
れ
ま
す
。
西
洋
婦
人
は
出
島
オ
ラ

ン
ダ
商
館
長
ブ
ロ
ン
ホ
フ
夫
人
で
日
本
に
は

じ
め
て
来
た
西
洋
人
女
性
と
の
こ
と
で
す
。

　

兵
庫
県
の
「
神
戸
人
形
」
は
、
ス
イ
カ
を

割
っ
て
食
べ
た
り
、
酒
を
注
い
で
呑
ん
だ
り

す
る
か
ら
く
り
玩
具
で
す
。
全
体
を
黒
く
、

ス
イ
カ
や
杯
を
赤
く
塗
っ
て
い
ま
す
が
、
一

説
に
は
、
黒
人
船
員
を
モ
デ
ル
に
し
た
た
め

に
人
形
が
黒
く
塗
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　

南
蛮
貿
易
で
栄
え
た
歴
史
の
あ
る
大
阪
府

堺
市
の
「
南
蛮
雛
」
は
、
南
蛮
帽
子
の
男
雛

と
水
玉
模
様
の
衣
装
で
茶
髪
の
女
雛
が
、
土

雛
界
に
異
彩
を
放
っ
て
い
ま
す
。

　

写
真
は
「
横
浜
開
港
人
形
」
で
、
開
港
当

時
の
風
俗
を
表
し
た
昭
和
２
年
生
ま
れ
の
人

形
で
す
。
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
犬
も
か
わ
い

い
イ
ギ
リ
ス
兵
の
「
赤
隊
」、
日
本
に
開
国

を
迫
り
、
嘉
永
７
年
（
１
８
５
４
）
に
横
浜

へ
上
陸
し
た
「
ペ
リ
ー
提
督
」、
海
洋
堂
×

中
川
政
七
商
店
の
「
日
本
全
国
ま
め
郷
土
玩

具
蒐
集
」
ガ
チ
ャ
に
登
場
し
、
そ
の
愛
ら
し

さ
に
新
た
な
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
た
「
新
貴
婦

人
」、
ひ
げ
面
セ
ー
ラ
ー
服
の
「
水
兵
」
な

ど
で
す
。　

　

横
浜
は
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て

外
国
人
が
居
留
し
て
交
易
が
行
わ
れ
、
港
に

は
フ
ラ
ン
ス
波
止
場
や
イ
ギ
リ
ス
波
止
場
が

あ
っ
た
と
い
う
土
地
柄
で
す
。

　

各
地
に
伝
わ
る
異
人
さ
ん
人
形
に
は
異
国

へ
の
眼
差
し
と
と
も
に
、
異
国
情
緒
を
醸
し

出
し
て
港
町
の
個
性
を
表
現
し
よ
う
と
い
う

人
び
と
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。（
中
村
）

　

庭
の
手
入
れ
の
お
好
き
な
お
宅
に
は
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
佐
助
の
植
木
鋏
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

堺
区
の
北
清
水
町
に
打
刃
物
の
お
店
が
あ
り

ま
す
。
創
業
慶
応
３
年
の
「
佐
助
」
で
す
。
こ

の
佐
助
の
屋
号
を
受
け
継
ぐ
平
川
氏
の
先
祖
は
、

江
戸
時
代
「
住
吉
屋
」
と
い
う
商
人
で
、
家
伝

に
よ
れ
ば
、
元
禄
の
頃
に
は
堺
桜
之
町
に
住
み
、

廻
船
問
屋
、
両
替
商
を
営
む
か
た
わ
ら
、
鉄
砲

製
作
も
行
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

幕
末
に
な
り
、
世
情
を
鋭
く
読
ん
だ
当
主
は
、

鉄
砲
製
作
の
技
術
を
生
か
し
た
鋏
造
り
を
始
め

ま
し
た
。
現
当
主
の
康
弘
氏
は
五
代
目
で
あ
り
、

伝
統
工
芸
士
に
も
選
ば
れ
た
名
工
で
す
。

　

現
在
の
工
房
兼
住
居
は
、
大
正
時
代
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
も
び

く
と
も
し
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
初
め
て
訪
問

し
た
時
、
こ
の
趣
の
あ
る
建
物
に
見
と
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
驚
い
た
の
が
応

接
間
の
上
部
に
一
列
に
並
べ
ら
れ
た
提
灯
箱
で

し
た
。

　
「
あ
れ
は
何
で
す
か
？
」
と
ご
主
人
に
尋
ね

る
と
、「
あ
れ
は
、
幕
末
に
土
佐
山
内
家
に
大

名
貸
し
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
返
済
で
き
な
く

な
っ
た
詫
び
に
、
山
内
容
堂
か
ら
も
ら
っ
た
も

の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
…
」
と
の
こ
と
。
住
吉

屋
が
土
佐
藩
の
御
用
商
人
で
あ
っ
た
た
め
、
堺

で
の
様
々
な
御
用
を
務
め
る
時
に
使
用
し
て
い

た
も
の
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
み
ら
れ
ま
す
。

　

佐
助
に
は
、
堺
事
件
で
土
佐
藩
士
が
切
腹
し

た
時
に
使
用
し
た
と
い
う
短
刀
と
脇
差
も
現
存

し
て
お
り
、
提
灯
と
と
も
に
今
回
公
開
さ
れ
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
本
）

横浜開港人形（神奈川県）

異
人
さ
ん
人
形
の
世
界

鋏
職
人
、
佐
助
・
平
川
氏
と
住
吉
屋
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平
成
29
年
９
月
18
日
、
企
画
展
「
大
政
奉
還

を
「
象

か
た
ど」

っ
た
男　

後
藤
象
二
郎
」
は
好
評
の

な
か
、
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。
期
間
中
は
関
連
企

画
と
し
て
公
演
「
大
石
神
影
流
剣
術
演
武
」
な

ど
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、「
土
佐
藩

の
職
制
」
と
し
て
二
回
の
講
座
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
。
１
回
目
の
「
土
佐
藩
士
の
出
世
」
は

無
事
に
開
催
で
き
ま
し
た
が
、
２
回
目
の
「
土

佐
藩
に
お
け
る
仕
置
役
と
そ
の
職
掌
」
は
台
風

18
号
の
影
響
で
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
当
初
は
、

そ
の
ま
ま
中
止
と
な
る
予
定
で
し
た
が
、「
延

期
し
て
ほ
し
い
」「
補
習
は
な
い
の
か
」
と
い
っ

た
声
に
応
え
、
平
成
30
年
1
月
2
日
の
「
れ
き

み
ん
の
お
正
月
」
に
お
い
て
、
改
め
て
開
催
す

る
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
講
座
の
内

容
を
簡
単
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

土
佐
藩
の
仕
置
役
は
「
参
政
」
と
も
呼
ば
れ
、

吉
田
東
洋
や
後
藤
象
二
郎
が
就
任
し
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
役
職
で
す
。
そ
の
た
め
か
、
彼
ら
は

土
佐
藩
の
政
治
の
中
枢
に
位
置
し
、
権
力
を
振

る
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
り

ま
す
。
東
洋
や
象
二
郎
が
権
力
を
持
っ
て
い
た

と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
因
は
仕
置
役
に

あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
彼
ら
は
権
力
を
持
っ
て

い
た
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
解
明
す
る
こ

と
が
本
講
座
の
目
的
で
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
、

幕
末
の
仕
置
役
は
定
員
が
２
名
で
あ
り
、
１
名

　

昨
年
10
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
開
催
し
た
特

別
展
「
今
を
生
き
る
禅
文
化
―
伝
播
か
ら
維
新

を
越
え
て
―
」
は
、
高
知
県
内
外
の
多
く
の
お

客
様
に
ご
覧
い
た
だ
き
、
無
事
閉
幕
し
ま
し
た
。

ご
来
館
い
た
だ
い
た
皆
様
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

禅
宗
と
は
そ
も
そ
も
、
坐
禅
を
重
要
な
修
行

と
し
て
考
え
る
宗
派
の
総
称
で
あ
り
、
日
本
で

は
、
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う

、
曹そ

う

洞と
う

宗し
ゅ
う

、
黄お

う

檗ば
く

宗し
ゅ
う

の
大
き
く
３

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
展
覧
会

は
、
京
都
を
は
じ
め
県
内
外
の
臨
済
宗
寺
院
で

所
蔵
さ
れ
る
作
品
を
中
心
に
構
成
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
臨
済
宗
が
生
ま
れ
た
中
国
で
す
で
に
、

師
匠
か
ら
弟
子
に
教
え
が
伝
わ
っ
た
証
明
と
し

て
、
師
匠
の
肖
像
画
な
ど
を
授
け
る
こ
と
が
一

般
化
し
て
お
り
、
そ
の
文
化
を
取
り
入
れ
た
日

本
の
臨
済
宗
寺
院
に
お
い
て
、
今
日
わ
れ
わ
れ

が
美
術
作
品
と
呼
ぶ
肖
像
画
や
墨ぼ

く

蹟せ
き

、
袈け

裟さ

な

ど
多
彩
な
伝
法
の
証
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
由
来

し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
風
習
に

つ
い
て
、
日
本
に
曹
洞
宗
を
伝
え
た
道ど

う

元げ
ん

は
、

批
判
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
同
じ
く
鎌
倉
時
代
に
伝
わ
っ
た

臨
済
宗
と
曹
洞
宗
は
、
日
本
文
化
と
密
接
に
か

か
わ
り
合
い
な
が
ら
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

 

一
方
の
黄
檗
宗
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
黄
檗

宗
は
、
江
戸
時
代
に
隠い

ん

元げ
ん

禅
師
の
来
日
に
よ
っ

だ
け
が
職
権
を
専
横
で
き
た
の
か
疑
問
が
生
じ

る
た
め
で
す
。
さ
ら
に
、
仕
置
役
は
東
洋
や
象

二
郎
ら
「
馬
廻
」
の
家
格
の
藩
士
が
就
く
こ
と

の
で
き
る
最
高
職
に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
上
に
は
家
老
が
就
任
す
る
「
奉
行
職
」
と

い
う
役
職
が
存
在
し
ま
す
。
こ
の
「
奉
行
職
」

を
無
視
し
た
ま
ま
政
治
を
す
る
こ
と
は
な
か
な

か
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
安
政
５

年
（
１
８
５
８
）
に
仕
置
役
に
復
職
し
た
東
洋

が
記
し
た
日
記
に
よ
る
と
、
業
務
を
行
う
際
に
、

「
奉
行
職
」
ら
の
決
裁
を
仰
ぐ
必
要
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
日
記
は
数
年
分
が

残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
こ
か
ら
は
中
間
管
理

職
と
し
て
奮
闘
す
る
等
身
大
の
東
洋
の
姿
を
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、

東
洋
は
権
力
を

持
っ
て
い
た
の

か
⁉ 

こ
の
点

に
つ
い
て
は
講

座
を
お
聞
き
い

た
だ
い
て
の
お

楽
し
み
と
い
う

こ
と
で
、
乞
う

ご
期
待
く
だ
さ

い
。  （
石
畑
）

て
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
教
義
や
儀
礼
な
ど
は

臨
済
宗
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
で
す
が
、
県

内
に
黄
檗
宗
寺
院
は
な
い
の
で
、
本
県
で
は
な

じ
み
の
薄
い
宗
派
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

黄
檗
宗
は
、
中
国
的
な
要
素
が
非
常
に
強
い

の
が
特
徴
で
す
。
た
と
え
ば
、
黄
檗
宗
の
精
進

料
理
は
普ふ

茶ち
ゃ

料
理
と
呼
ば
れ
、
大
皿
に
盛
っ
た

料
理
を
大
人
数
で
と
り
わ
け
ま
す
。
ご
ま
油
な

ど
植
物
性
の
油
を
使
っ
た
濃
厚
な
味
も
特
徴
の

ひ
と
つ
で
す
。

　

ま
た
、
お
経
を
読
む
と
き
に
は
「
唐と

う

音お
ん

」
と

い
う
特
別
な
読
み
方
を
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
漢

字
の
音
読
み
の
一
種
で
、
例
え
ば
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」
を
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
読
む
の

は
「
呉ご

音お
ん
」
で
あ
り
、
唐
音
で
は
「
ナ
ム
オ
ミ

ト
フ
」
と
読
み
ま
す
。
さ
ら
に
、
声し

ょ
う

明み
ょ
う

（
仏
典

に
節
を
つ
け
た
仏
教
音
楽
）
も
一
度
聞
く
と
忘

れ
ら
れ
な
い
独
特
な
リ
ズ
ム
を
奏
で
ま
す
。
加

え
て
、
お
寺
も
絢
爛
豪
華
な
装
飾
に
彩
ら
れ
て

お
り
、
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
禅
と
は
少
し

違
っ
た
雰
囲
気
で
す
。「
禅
は
こ
う
だ
」
と
い

う
先
入
観
を
捨
て
る
こ
と
こ
そ
、
禅
に
触
れ
る

ス
タ
ー
ト
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（

那
須
）

「土佐藩士の出世」講座風景

ま
ぼ
ろ
し
の
講
座
、
ふ
た
た
び

特
別
展　

こ
ぼ
れ
話
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れきみんニュース
　

毎
年
、た
く
さ
ん
の
お
客
様
に
ご
好
評
い
た
だ
い
て
い
る
『
れ

き
み
ん
の
お
正
月
』。
平
成
30
年
は
、
例
年
よ
り
も
さ
ら
に
パ

ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
、
１
月
２
日
と
３
日
の
２
日
間
開
催
す
る
こ

と
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。（
※
８
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

　

下
の
写
真
は
平
成
29
年
１
月
２
日
に
開
催
さ
れ
た
『
れ
き
み

ん
の
お
正
月
』
の
様
子
で
す
。
毎
年
恒
例
と
な
っ
た
運
試
し

福
引
に
コ
マ
回
し
名
人
に
よ
る
コ
マ
回
し
教
室
＆
コ
マ
回
し

シ
ョ
ー
。
ま
た
、
新
た
な
試
み
と
し
て
石
臼
で
行
う
抹
茶
挽
き

体
験
な
ど
を
開
催
し
、
お
客
様
の
笑
い
声
に
包
ま
れ
た
１
年
の

ス
タ
ー
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
明
る
く
楽
し
い
１
日
と
な
り
ま
し
た
。

　

年
の
は
じ
め
を
、
歴
民
館
で
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
皆
様

の
ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（
式
地
）

れ
き
み
ん
の
お
正
月

　

ご
来
館
記
念
の
ス
タ
ン
プ
に
10
月

29
日
か
ら
新
作
が
加
わ
り
ま
し
た
。

　

右
の
ス
タ
ン
プ
は
長
宗
我
部
元
親

の
花
押
で
す
。
い
わ
ば
、
元
親
の
サ

イ
ン
な
の
で
、
長
宗
我
部
フ
ァ
ン
に

も
喜
ん
で
い
た
だ
け
そ
う
な
レ
ア
感

が
！　

長
宗
我
部
展
示
室
を
ご
覧
に
な
っ
た
記
念
に
ピ
ッ

タ
リ
で
す
よ
。

　

左
は
当
館
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
記
念
ス
タ
ン
プ
欄
用
の
日

付
印
で
す
。
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
作
家asakozirusi

の
女

だ
る
ま
で
、
郷
土
玩
具
愛
に
あ
ふ
れ
た
か
わ
い
い
デ
ザ
イ

ン
で
す
。
押
印
し
て
愛
で
て
く
だ
さ
い
ね
。　
　
（
中
村
）

新
ス
タ
ン
プ
登
場

●長宗我部、九州と本州に出陣！
　約440年もの時を経て、長宗我部が再び県外に打っ
て出ました。今回は戦ではありません。大分市の「大野
川合戦まつり」（11/11）と、横浜市で開催された「お城
EXPO2017」（12/22～24）へのブース出展です。特に後者
のお城EXPOへは、岡豊城が、
今年の4月に公益財団法人 日
本城郭協会による続日本100名
城に選ばれたことから、今回初
めて出展したものです。会場で
は、居並ぶ全国の名城に臆する
ことなく、ポスターとチラシで岡
豊城を堂 ア々ピールしました。
　来場者の多くが岡豊城跡を
訪れてくださるよう期待していま
す。

★「みんなのお気に入り賞」を選ぼう！
　今回、新たに人気投票による賞を設けました。会場で「い
いね！」と思った作品に投票願います。締切：1月10日（水）

●台風21号襲来！岡豊城危うし？
　10月22日に本県に最接近した超大型の台風21号は、その
強風で当館及び岡豊山に大きな被害をもたらしました。特
に岡豊山では、櫓は無事でし
たが、残念ながら多くの桜や楠
の木が倒れてしまいました。
　でも、幾多の困難を乗り越え
てきた岡豊山はへこたれませ
ん！　

●岡豊山の魅力満載のフォトコン！
　今年も岡豊山フォトコンテストを実施し、数多くの素晴
らしい作品のご応募をいただきました。その中から見事
に最優秀賞に選ばれたのは、岡村 雄策さん（高知市）の
「落陽」です。（下写真）
　応募作品は、１月14日（日）まで、館内１階のフリース
ペースと2階のエントランスで展示しています。力作をぜひ
ご覧ください。

岡豊城跡だより
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れきみんのお正月

平成30年 １月〜３月の催し

企画展
企画展

堺事件－150年の時を経て－安政地震 幕末を揺るがす
－土佐・阿波の津波碑が語るもの－

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
100
号

平
成
30
年
1
月
１
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
展
〕大
人(

18
才
以
上)

460
円

　
　
　
　
　

団
体 (

20
名
以
上)

360
円

　
　
　
　
　

〔
特
別
展
・
企
画
展
〕通
常
展
込
510
円

　
　
　
　
　

団
体(

20
名
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
、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

「堺事件」とは、明治元年（1868）
2月15日、現・大阪府堺市の警備を
していた土佐藩兵が、突如上陸して
きたフランス軍水兵を銃撃したこと
による一連の事件を指します。本展
では、事件の責任をとり切腹した藩
士と切腹を免れた藩士たちの関係史
料を一堂に展示する他、切腹現場と
なった妙國寺に現存する遺品が150
年ぶりに里帰りします。史上初の展
示会に是非ご注目ください。

  戊辰戦争に従軍した谷作七の遺品を一挙公開。作七は野市町中
ノ村の郷士で、慶応４年１月13日、迅衝隊二番隊の一員として土
佐を出発し各地を転戦しました。「道中日記」や家族あての手紙
などから、従軍した一兵士がみた戦争の実態に迫ります。

◦記念講演「堺と土佐－遣明船から堺事件まで－」
　平成30年２月17日(土）14:00～16:00
　吉田　豊氏 　元堺市博物館学芸員　要予約（定員120名）
◦上方講談「大坂土佐藩邸、生死を決めるくじ引き」
　平成30年３月10日(土）14:00～16:00
　旭堂南海氏　上方講談師 　要予約（先着100名）

幕末の世相に少なからずの影響を及ぼした安政の
南海トラフ地震。その地震・津波碑の拓本を阿波と
土佐を中心にご紹介します。

志国高知 幕末維新博関連企画第5弾！

企画展「堺事件」関連企画　コーナー展

志国高知 幕末維新博関連企画第６弾！

平成30年
1月20日(土)～3月25日(日)

平成30年 1月27日(土)～3月31日(土)

谷作七のみた戊辰戦争

平成30年 ４月28日(金)～７月１日(日)

予告!!

◦特 別 展
  今を生きる禅文化－伝播から維新を越えて－
　Ａ４版　171頁　1,500円（送料 350円）

◦企 画 展
　大政奉還を「象」った男 後藤象二郎
　Ａ４版　93頁　1,000円（送料 300円）

特別展・企画展図録のご案内

コーナー展 おひなさま
平成30年　

2月4日(日)～3月14日(水)
山﨑茂さんのコレクションから「土雛」をテーマ
に展示。郷土玩具収集家・城田政治さんの雛人形
や大正時代の内裏雛もご紹介します｡ 古賀人形（長崎県）

熟
づく

田
た

峠地蔵尊碑拓本
（徳島県海南町）
岡村庄造氏採拓

錦絵 箕浦元章（「当世武勇伝」)

郷土玩具収集家・山﨑茂さんのコレクションを中心に
干支の「戌」にちなんだ犬の玩具を展示します。

いずれもそのうちの25分くらい

干
え

支
と

の玩具
平成29年　　　　　  平成30年
12月５日(火)～1月27日(土)

いぬコーナー展

中野人形（長野県）

ミュージアムトーク ◦予約不要･観覧料要･講師:担当学芸員
１月２日(火）13:30～14:20／１月3日(水）13:00～13:50

１月２日㈫
9:00 くじびき

10:30 コマ回し名人による
パフォーマンス

10:00
〜16:00 いぬをつくろう

11:00
〜15:00 抹茶の振る舞い

11:30 コマ回し名人による
パフォーマンス

13:30
〜14:20

コーナー展
ミュージアムトーク

14:30
〜16:00

講座「土佐藩における
仕置役とその職掌」

１月３日㈬
10:00 岡豊城初登城

11:00 ガレットデロワの
振る舞い

13:00
〜13:50

コーナー展
ミュージアムトーク

14:00
〜14:30

安芸高校書道部による
書道パフォーマンス

14:30 岡豊城初登城

15:30 ガレットデロワの
振る舞い


