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河
田
小し

ょ
う

龍り
ょ
う

　
《
西せ

い

江こ
う

春し
ゅ
ん

望ぼ
う

》

資
料
見
聞

　

高
知
市
に
あ
る
五
台
山
の
南
側
の
麓
、
浦
戸
湾
を

望
む
「
吸ぎ

ゅ
う

江こ
う

」
は
、
古
く
か
ら
土
佐
の
景
勝
地
と
し

て
知
ら
れ
、「
吸
江
十
景
」
が
選
ば
れ
る
な
ど
人
々
に

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初

め
に
か
け
て
は
、
多
く
の
絵
師
が
吸
江
を
画
題
と
し

ま
し
た
。
同
時
期
の
土
佐
を
代
表
す
る
絵
師
、
河
田

小
龍
も
そ
の
一
人
で
、
吸
江
を
繰
り
返
し
描
い
て
い

ま
す
。
本
作
も
そ
の
う
ち
の
一
点
で
す
が
、
一
昨
年
、

所
蔵
者
の
方
か
ら
当
館
へ
連
絡
を
い
た
だ
い
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
初
め
て
確
認
さ
れ
た
、新
出
資
料
で
す
。

　

画
面
左
に
、
小
龍
自
身
に
よ
る
「
西
江
春
望
」
の

墨
書
が
あ
り
ま
す
。
西
江
は
中
国
南
部
の
河
川
の
名

前
で
す
。
な
ぜ
吸
江
の
風
景
に
西
江
の
名
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

実
は
、
吸
江
と
い
う
地
名
は
、
文
保
２
年

（
１
３
１
９
）、
土
佐
を
訪
れ
た
臨
済
宗
の
高
僧
、
夢む

窓そ
う

疎そ

石せ
き

（
１
２
７
５
～
１
３
５
１
）
が
名
付
け
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
一
口
に
吸
尽

す
西
江
水
」
と
い
う
禅
語
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
口
で
西
江
の
水
を
飲
み
干
せ
る
ほ
ど
に
自
分
自
身

が
空
っ
ぽ
、
つ
ま
り
「
無
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
、
禅
の
基
本
的
な
姿
勢
を
表
し
た
言
葉
で
す
。

　

吸
江
寺
に
は
、
小
龍
が
描
い
た
夢
窓
の
頂ち

ん

相そ
う

（
肖

像
画
）
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、小
龍
に
と
っ

て
吸
江
は
思
い
入
れ
の
深
い
場
所
な
の
だ
ろ
う
と
想

像
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、今
回
新
た
に
見
つ
か
っ

た
本
作
品
の
「
西
江
春
望
」
と
い
う
墨
書
に
よ
っ
て
、

小
龍
が
夢
窓
に
始
ま
る
吸
江
の
歴
史
を
き
ち
ん
と
認

識
し
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
、
改
め
て
吸

江
と
小
龍
の
深
い
関
係
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
那
須
）

（
墨
書
部
分
拡
大
）
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河
田
小
龍

企
画
展　

３
館
連
携
企
画　

生
誕
２
０
０
年

那
須　

望
河田小龍《横幟（義経千本桜、加賀見山旧錦絵）》(部分)  当館蔵

河田小龍《七福神図》 当館蔵

　

幕
末
か
ら
明
治
初
め
の
激
動
の
時
代
を
駆

け
抜
け
た
土
佐
の
絵
師
、
河
田
小
龍
の
生
誕

２
０
０
年
を
記
念
し
て
、
当
館
、
県
立
美
術

館
、
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
の
３
館
が
連
携

し
、
こ
の
秋
、「
河
田
小
龍
展
」
を
開
催
し

ま
す
。

■
絵
師
、
河
田
小
龍
と
は

　

河
田
小
龍
（
文
政
７
（
１
８
２
４
）
年
～

明
治
31
（
１
８
９
８
）
年
）
は
、
高
知
城
下

浦
戸
町
（
現
在
の
南
は
り
ま
や
町
）
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
土
佐
で
南
画
家
、
島
本
蘭ら

ん

渓け
い

に

師
事
し
た
の
ち
、
京
都
に
出
て
狩か

野の
う

永え
い

岳が
く

に

狩
野
派
を
、
中
林
竹ち

く

洞ど
う

に
南
画
を
学
ん
だ
ほ

か
、
儒
学
を
土
佐
の
岡
本
寧ね

い

浦ほ

、
奥お

く
の

宮み
や

慥ぞ
う

斎さ
い

ら
に
学
び
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
し

た
中
浜
万
次
郎
（
ジ
ョ
ン
万
次
郎
）
の
聞
き

取
り
を
行
い
、
絵
入
り
の
記
録
『
漂ひ

ょ
う

巽そ
ん

紀き

畧り
ゃ
く

』
を
記
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

土
佐
の
町
絵
師
、
絵
金
と
は
師
弟
に
近
い
関

係
に
あ
り
、
絵
金
が
大
成
し
た
芝
居
絵
屏
風

を
小
龍
も
手
掛
け
ま
し
た
。

　

幕
末
期
に
は
国
事
に
奔ほ

ん

走そ
う

し
、
明
治
に

入
っ
て
か
ら
は
官か

ん

吏り

と
し
て
書
記
掛
、
内
国

博
覧
会
事
務
掛
な
ど
の
仕
事
を
歴
任
。
晩
年

は
京
都
に
移
住
し
、
京
都
府
知
事
、
北き

た

垣が
き

国く
に

道み
ち

の
依
頼
を
受
け
て
琵
琶
湖
疏
水
工
事
の
過

程
を
記
録
し
た
図
誌
『
琵
琶
湖
疏
水
図
誌
』

を
制
作
し
ま
し
た
。
ま
た
九
州
の
名
勝
・
耶や

馬ば

渓け
い

を
妻
の
照
と
と
も
に
旅
し
、
そ
の
風
景

を
集
成
し
た
『
客き

ゃ
く

豊ほ
う

図ず

志し

』
を
描
き
上
げ
、

広
島
で
は
日
清
戦
争
の
大
本
営
に
お
い
て
、

明
治
天
皇
の
御
前
で
揮き

毫ご
う

を
行
う
な
ど
、
晩

年
ま
で
精
力
的
に
活
躍
。
端
正
で
着
実
な
筆

致
に
よ
る
人
物
画
や
、
鋭
い
観
察
眼
に
基
づ

く
数
々
の
作
品
や
ス
ケ
ッ
チ
で
知
ら
れ
る
ほ

か
、
襖ふ

す
ま

絵え

や
絵
馬
な
ど
人
々
の
生
活
と
か
か

わ
る
絵
画
も
多
数
手
が
け
ま
し
た
。
後
進
の

育
成
に
も
尽
力
し
、
高
知
、
京
都
、
広
島
で

近
代
美
術
の
担
い
手
を
育
て
ま
し
た
。

■
代
表
作
が
な
い
！
？

　

こ
れ
だ
け
精
力
的
に
活
躍
し
た
小
龍
で
す

が
、「
代
表
作
は
？
」
と
聞
か
れ
る
と
答
え

に
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
高

知
県
内
で
調
査
し
て
い
る
と
、
小
龍
作
品
を

お
目
当
て
に
訪
れ
た
わ
け
で
は
な
い
お
寺
や

神
社
、
個
人
宅
な
ど
、
あ
ち
こ
ち
で
小
龍
作

品
と
出
会
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、

画
題
は
山
水
画
、動
植
物
画
、歴
史
画
、仏
画
、

神
仙
画
な
ど
幅
広
く
、
形
状
も
掛
軸
の
み
な

ら
ず
、
板
絵
や
絵
馬
、
小
襖
絵
、
屏
風
な
ど

様
々
で
す
。
そ
の
上
、
ど
の
作
品
も
「
や
っ

ぱ
り
小
龍
は
上
手
い
な
あ
」
と
い
う
感
想
が

漏
れ
出
る
ほ
ど
の
仕
上
が
り
で
す
。

　

土
佐
を
代
表
す
る
絵
師
と
し
て
、
小
龍
と

も
関
係
の
深
か
っ
た
絵
金
は
、
一
度
見
た
ら

忘
れ
ら
れ
な
い
鮮
烈
な
芝
居
絵
屏
風
が
代
名

詞
で
す
が
、
小
龍
に
は
そ
の
よ
う
な
「
代
表

作
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
代
表
作
が
な
い
こ
と
が
小
龍
の

特
徴
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、
小
龍
は
同
時

代
の
絵
師
の
な
か
で
は
群
を
抜
い
て
多
く
の

作
品
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

　

な
か
に
は
お
礼
や
祝
い
の
品
と
し
て
短
時

間
で
大
胆
に
描
き
上
げ
た
と
思
わ
れ
る
作
品

も
あ
れ
ば
、
注
文
に
誠
実
に
応
じ
て
緻
密
に

構
想
を
練
り
仕
上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品

も
あ
り
ま
す
。
ど
れ
を
と
っ
て
も
絵
師
、
小

龍
の
魅
力
を
感
じ
る
作
品
で
す
。

■
暮
ら
し
を
彩
っ
て
き
た
小
龍
作
品

　

そ
ん
な
た
く
さ
ん
の
小
龍
作
品
の
な
か
か

ら
、
当
館
で
は
、
土
佐
の
人
々
と
の
つ
な
が

り
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
、
今
日
ま
で
守
ら

れ
て
き
た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

　

例
え
ば
、
掛
軸
は
、
景
色
や
季
節
を
屋
内

へ
取
り
入
れ
る
役
割
を
果
た
し
ま
し
た
。
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河田小龍《絵馬「鎮西八郎為朝図」》 南国市祈年神社所蔵
平安時代の武将、源為朝は、怪力の持ち主で弓術に秀でたという伝説的な英雄。
縦120㎝、幅180㎝を超える迫力ある大絵馬。

河田小龍《小襖「楠公図」》 芸西村文化資料館所蔵
太平記の名場面、桜井の別れを描いた小襖。1336年、湊川の戦いの前に、楠木正成・正行父子が、西国街道
桜井駅で今生の別れをする場面。

河田小龍《ひな人形図》 坂本龍馬記念館所蔵

　

表
紙
で
紹
介
し
た
吸
江
が
画
題
と
し
て
好

ま
れ
た
の
も
、
景
勝
地
を
生
活
空
間
に
も
取

り
入
れ
た
い
と
い
う
要
望
が
多
く
あ
っ
た
か

ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

季
節
や
好
み
に
応
じ
て
掛
軸
を
か
け
替
え
、

暮
ら
し
に
彩
り
を
添
え
る
…
。
し
か
し
、
現

代
は
床
の
間
が
な
く
な
り
、
掛
軸
は
家
で
の

居
場
所
が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
ま
た
、
屏
風
や
襖
絵
、
衝
立
な
ど

も
日
本
間
を
区
切
る
建
具
と
し
て
の
用
途
を

失
い
、
生
活
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
美
術
品
と

し
て
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

本
展
で
は
、
掛
軸
や
屏
風
の
ほ
か
に
人
々
の

無
病
息
災
な
ど
の
願
い
、
祈
り
が
込
め
ら
れ

た
絵
馬
な
ど
も
紹
介
し
ま
す
。
本
展
が
展
示

で
あ
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
「
本
来
あ

る
べ
き
場
所
や
用
途
」
か
ら
「
切
り
離
し
て

い
る
」
と
い
う
矛
盾
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
本
展
で
紹
介
す
る
小
龍
作
品
を

通
じ
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
土
佐
に
生
き
た

市し

井せ
い

の
人
々
の
暮
ら
し
や
願
い
に
思
い
を
は

せ
て
い
た
だ
け
る
機
会
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
那
須
）
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《漂巽紀略（大津本）》　坂本龍馬記念館寄託

河田小龍筆《捕鯨図下絵》(部分） 当館蔵

河田小龍《琵琶湖疏水絵図》 明治23年（1890） 個人蔵

日時：11月17日（日）
14：00～15：00

会場：高知県立坂本龍馬記念館
　　  新館１階シアターコーナー
講師：上本竹永氏、龍馬館学芸員

絵画だけでなく、漢詩などの文学にも
強い関心を持っていた、小龍というマル
チ画人の魅力をお伝えします。
＊当日会場に直接お越しください（参
加無料・要入館券・事前申込不要）

龍馬館 クロストーク

歴民×美術館×龍馬館 特別企画

美術館 サタデーレクチャー

日時：12月７日（土）13：30～15：00　 講師：木下直之氏（静岡県立美術館 館長）
会場：高知県立坂本龍馬記念館　新館1階ホール　定員：50名（先着順）聴講無料
申込方法：11月１日（金）より受付を開始します。県立坂本龍馬記念館まで電話（088-841-0001）等でお申込みください。

会場：高知県立坂本龍馬記念館
会期：10月23日（水）～12月15日（日）
『漂巽紀略』をはじめとする資料によって土佐藩随一の教養人でも
あった小龍の姿を紹介します。

会場：高知県立歴史民俗資料館
会期：11月１日（金）～令和７年１月５日（日）※12/27～1/1休館
人々の暮らしを彩ってきた掛軸や屏風のほか、絵馬などの小龍作品を
紹介します。

会場：高知県立美術館
会期：11月９日（土）～令和７年１月５日（日）※12/27～1/1休館
幕末期と明治期に分けて、小龍の画業の全貌を俯瞰します。

「河田小龍の絵画作品の変遷
―変転する時代の視覚―」
日時：11月23日（土・祝）

10：30～12：00
会場：高知県立美術館　1階　講義室
講師：中谷有里（美術館主任学芸員）

小龍が生きた幕末維新期は人々の物
事の見方（視覚）が大きく変化した時
代でした。小龍の作風の変遷から、そ
れぞれの時代の視覚を読み解きます。
＊参加無料・事前申込不要

●龍馬館11月16日（土）、
　12月14日（土）各日14：00～
●歴民館11月23日（土・祝）、
　１月３日（金）各日14：00～14：30
●美術館11月9日（土）、12月4日（水）、
　12月15日（日）14：00～
※11月９日（土）は3館の担当学芸員に

よる合同展示解説を行います。その他
の日程は各館の学芸員が解説します。

※いずれも参加無料・要観覧券・予約不
要。当日直接、各小龍展会場にお越し
ください。

記念講演会「舞台は回る、激動の時代の美術（仮題）」

学芸員による展示解説

関連企画

河田 小龍
龍馬に世界を教えた男

土佐の人々のつながり

激動期への眼差し

３館連携企画　生誕200年
歴史民俗、坂本龍馬、美術それぞれの専門性を
もつ３館が連携して開催します。
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有
名
で
す
が
、
そ
の
前
に
は
強
大
な
権
力
を

有
し
た
公
経
が
そ
の
財
力
で
も
っ
て
山
荘
北

山
第て

い

を
造
営
し
、
そ
の
後
義
満
が
西
園
寺
家

か
ら
譲
り
受
け
北
山
殿
を
造
営
し
て
い
る
の

で
す
。
公
経
は
、
こ
の
山
荘
北
山
第
に
「
安あ

ん

民み
ん

沢た
く

」
と
呼
ば
れ
る
池
を
作
っ
て
い
ま
す

（
写
真
３
）。
安
民
沢
は
東
西
約
80
ｍ
、
南
北

約
40
ｍ
の
大
き
さ
が
あ
り
、
東
寄
り
に
白
蛇

塚
と
呼
ば
れ
る
中
島
が
あ
り
ま
す
。
白
蛇
塚

の
上
に
は
、
五
輪
塔
の
笠
を
５
段
重
ね
た
石

塔
が
建
っ
て
お
り
、
今
で
も
金
閣
寺
を
見
て

安
民
沢
を
通
る
観
光
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
ま

す
。
中
世
京
都
の
中
心
に
居
宅
を
構
え
、
吉

田
泉
殿
や
北
山
第
な
ど
の
別
邸
や
山
荘
を
造

営
す
る
な
ど
そ
の
財
力
は
い
か
ほ
ど
の
も
の

で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
手
法
を
考
え
た

時
、
宇
和
荘
も
含
め
瀬
戸
内
や
九
州
の
流
通

拠
点
を
お
さ
え
た
公
経
の
も
く
ろ
み
が
見
え

て
き
ま
す
。

■
九
条
家
と
一
条
家

　

一
条
氏
の
祖
で
あ
る
九
条
家
は
、
藤
原
北

家
嫡
流
の
藤
原
忠
通
の
六
男
で
あ
る
九
条
兼

実
を
祖
と
し
ま
す
。
兼
実
の
息
子
の
九
条
良

経
が
摂
政
と
な
っ
て
お
り
、
九
条
家
の
摂
関

家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
ま
す
。
そ

の
息
子
で
あ
る
九
条
道
家
は
、
九
条
家
の
菩

提
寺
と
し
て
東
福
寺
を
建
立
し
て
い
る
こ
と

で
有
名
で
す
が
、
本
坊
庭
園
（
方
丈
）
や
通

天
橋
は
観
光
の
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
道

家
は
、
西
園
寺
公
経
の
娘
を
妻
と
し
て
迎
え

て
お
り
、
そ
の
子
は
鎌
倉
４
代
将
軍
と
な
っ

た
三
男
の
頼
経
で
す
。
そ
の
四
男
の
実
経
が

一
条
氏
の
祖
と
な
っ
て
お
り
、
西
園
寺
家
や

九
条
・
一
条
家
そ
し
て
鎌
倉
幕
府
と
の
関
係

が
見
え
て
き
ま
す
。
幡
多
荘
も
、
当
初
は
九

条
家
が
荘
園
領
主
で
し
た
が
、
建
長
２
年

（
１
２
５
０
）
に
一
条
家
が
譲
渡
さ
れ
て
い

ま
す
。
西
園
寺
家
や
一
条
家
が
西
南
四
国
に

下
向
し
て
ま
で
も
、
こ
の
領
地
を
守
ろ
う
と

し
た
理
由
が
少
し
ず
つ
見
え
て
き
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　
鎌
倉
時
代
の
京
都
と
西さ

い

園お
ん

寺じ

家

「
西
南
四
国
の
中
世
社
会
と
公
家
」企
画
展
調
査　

そ
の
２

副
館
長　

松
田　

直
則

写真３　金閣寺（鹿苑寺）の安民沢

写真１　持明院殿跡

写真２　西園寺氏の別邸 吉田泉
殿付近に建つ石碑

■
中
世
の
公
家

　

平
安
時
代
の
公
家
は
、
政
治
・
文
化
の
中

心
で
、
歴
史
ド
ラ
マ
で
も
そ
の
様
子
を
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
世
に
な
る
と
政

治
の
中
心
が
鎌
倉
に
移
る
こ
と
か
ら
京
都
の

公
家
の
様
子
が
見
え
に
く
い
よ
う
で
す
。
今

回
の
企
画
展
導
入
部
分
で
あ
る
西
南
四
国
に

下
向
し
た
西
園
寺
家
と
一
条
家
の
ル
ー
ツ
探

り
と
展
示
資
料
調
査
の
た
め
、
曽
我
学
芸
員

と
京
都
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

る
東
西
方
向
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
脇
に

あ
っ
た
溝
が
、
同
志
社
大
学
の
発
掘
調
査
で

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
重
要
な
持
明
院
大

路
と
呼
ば
れ
る
場
所
付
近
に
、
鎌
倉
時
代
の

京
都
で
最
高
権
力
を
持
つ
人
物
が
関
連
す
る

人
々
を
集
め
て
住
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
そ

の
人
物
こ
そ
が
、
関
東
申も

う
し

次つ
ぎ

と
し
て
鎌
倉

幕
府
と
強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
た
西
園
寺
公き

ん

経つ
ね

で
す
。

■
西
園
寺
公
経
の
居
宅
と
別
邸

　

同
志
社
大
学
の
一
連
の
発
掘
調
査
で
、
鎌

倉
時
代
の
京
都
の
中
心
が
同
志
社
大
学
周
辺

で
あ
っ
た
と
い
う
新
し
い
視
点
が
注
目
さ
れ

始
め
ま
し
た
。
大
学
の
あ
る
今
出
川
通
の
南

側
に
あ
た
る
一
条
通
北
側
に
は
、
西
園
寺
家

や
九
条
・
一
条
家
の
居
宅
が
隣
接
し
て
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
公
経
は
、
そ
の

他
に
別
邸
も
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
京
都
大

学
の
付
近
に
あ
る
吉
田
泉い

ず
み

殿ど
の

で
す
（
写
真

２
）。
泉
殿
と
は
、
池
を
配
し
た
庭
園
を
と

も
な
う
殿
舎
を
指
し
て
ひ
ろ
く
使
わ
れ
る
用

語
で
あ
り
、
吉
田
に
所
在
す
る
そ
の
よ
う
な

屋
敷
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
公
経

は
、
西
園
寺
と
山
荘
を
現
在
の
金
閣
寺
（
鹿

苑
寺
）
と
な
っ
た
場
所
に
造
営
し
て
い
ま
す
。

金
閣
寺
の
前
身
は
、
足
利
義
満
の
北
山
殿
が

　

鎌
倉
時
代
の
京
都
研
究
の
現
状
に
対
し
、

近
年
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
中
世
京

都
の
姿
が
少
し
ず
つ
見
え
始
め
て
き
ま
し
た
。

同
志
社
大
学
今い

ま

出で

川が
わ

校
地
付
近
に
、
持
明
院

殿
跡
（
写
真
１
）
が
所
在
し
て
い
ま
す
。
持

明
院
は
、
鎌
倉
時
代
に
後
鳥
羽
上
皇
の
兄
に

あ
た
る
後
高
倉
院
が
住
ん
だ
院
の
御
所
で
、

南
北
朝
時
代
に
は
北
朝
の
拠
点
と
な
っ
た
重

要
な
施
設
で
す
。
こ
の
持
明
院
御
所
に
面
す
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で
し
た
。「
年
に
何
回
も
あ
る
わ
け
で
は
な

い
行
事
の
こ
と
を
、
企
画
～
展
示
ま
で
、
ど

の
く
ら
い
の
期
間
か
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
お

も
い
な
が
ら
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」

と
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
そ
の
狙
い
が
し
っ

か
り
届
い
て
い
た
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

　
「
こ
の
伝
統
が
今
後
も
廃
れ
る
こ
と
な
く

受
け
継
が
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
」「
四
国
の

他
地
域
と
の
比
較
も
見
て
み
た
い
」
な
ど
の

反
応
も
期
待
通
り
で
、
担
当
者
と
し
て
は
シ

メ
シ
メ
で
す
。

　

ま
た
本
企
画
は
、県
立
文
学
館
「
ム
ー
展
」、

県
立
美
術
館
「
Ｍ
Ｕ
な
映
画
」
と
の
連
携
企

画
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
夏
の
企
画
展
「
秘
め
ら
れ
た

神
と
祭
り
」
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

県
内
の
祭
り
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
、
博
物

館
と
し
て
は
冒
険
的
な
内
容
だ
っ
た
の
で
反

応
が
心
配
で
し
た
が
、「
知
ら
な
い
祭
り
を

知
る
こ
と
が
で
き
て
勉
強
に
な
っ
た
」「（
通

常
展
と
も
に
）
時
間
を
忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど

の
め
り
こ
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
」「
高
知
の

神
事
・
風
習
な
ど
に
つ
い
て
も
っ
と
見
た

い
！
」
な
ど
と
好
評
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

あ
ま
り
実
物
資
料
が
無
い
「
祭
り
」
の
展

示
だ
っ
た
の
で
、
今
回
は
大
型
写
真
パ
ネ
ル

を
作
成
し
、
パ
ネ
ル
が
主
役
に
な
る
よ
う
な

展
示
構
成
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
担
当
者
が

撮
影
し
た
動
画

を
会
場
に
流
し

た
こ
と
も
「
分

か
り
や
す
く
て

楽
し
め
た
」
と

好
反
応
で
し
た
。

　

加
え
て
、
学

芸
員
に
よ
る

「
調
査
」
が
透

け
て
見
え
や
す

い
の
も
今
回
の

企
画
展
の
特
徴

で
あ
り
、
狙
い

　

当
館
で
は
毎
夏
、
学
芸
員
資
格
の
取
得
を

目
指
す
博
物
館
実
習
生
を
受
け
入
れ
て
い
ま

す
。
今
年
も
四
名
の
学
生
が
七
日
間
の
実
習

を
こ
な
し
ま
し
た
。

　

博
物
館
実
習
の
内
容
は
館
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
が
、
当
館
で
は
施
設
見
学
や
館
の
経

営
・
管
理
業
務
の
説
明
に
始
ま
り
、
学
芸
の

各
専
門
分
野
（
考
古
・
歴
史
・
民
俗
）、
資

料
保
存
の
た
め
の
環
境
整
備
、
教
育
普
及
、

広
報
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
今
回
の
実

習
生
は
、
初
日
（
８
月
18
日
）
が
ち
ょ
う
ど

月
に
一
度
の
民
家
の
火
焚
き
の
日
に
当
た
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
暑
さ
を
が
ま
ん
し
て
囲

炉
裏
に
あ
た
る
経
験
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

便
利
な
着
火
具
を
使
わ
ず
、
昔
な
が
ら
の
火

打
ち
石
で
火
を
起
こ
す
様
子
を
間
近
で
見
る

機
会
は
め
っ
た
に
な
く
、「
よ
い
経
験
を
し

た
」
と
日
誌
に
書
い
て
く
れ
た
実
習
生
も
い

ま
し
た
。

　

ま
た
、
実
習
期
間
中
に
は
教
育
普
及
事
業

で
あ
る
サ
マ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム（
８
月
24
日
）

が
あ
り
、
実
習
生
に
は
前
日
の
準
備
作
業
か

ら
参
加
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち

が
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
作
っ
た
作
品
を
、
嬉

し
そ
う
に
実
習
生
に
見
せ
に
来
る
場
面
も
あ

り
ま
し
た
。

　

今
回
は
他
に
も
、
企
画
展
の
図
録
等
に
掲

載
す
る
資
料
写
真
を
プ
ロ
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が

撮
影
す
る
現
場
や
、
重
要
文
化
財
等
を
展
示

す
る
際
に
基
準
と
な
る
展
示
ケ
ー
ス
の
有
害

ガ
ス
調
査
、
燻
蒸
庫
燻
蒸
作
業
な
ど
に
も
立

ち
会
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
年
に
数
回
し
か

な
い
作
業
を
た
ま
た
ま
実
習
期
間
中
に
実
施

し
た
こ
と
も
あ
り
、
通
常
の
博
物
館
実
習
で

は
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
貴
重
な
経
験
を
実

習
生
に
提
供
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
自
負

し
て
い
ま
す
。

　

学
芸
員
資
格
は
大
学
等
で
所
定
の
単
位
を

取
れ
ば
取
得
で
き
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
資
格

を
取
っ
た
人
全
て
が
学
芸
員
に
な
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
学
芸
員
を
目
指
す
に
し
て

も
、
依
然
と
し
て
採
用
枠
は
決
し
て
多
く
な

い
の
が
現
状
で
す
。
た
と
え
学
芸
員
に
な
ら

な
く
て
も
、
実
習
を
通
し
て
博
物
館
へ
の
理

解
を
深
め
て
も
ら
い
、
将
来
博
物
館
の
応
援

団
に
な
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
実
習
を
受
け
て

も
ら
っ
た
意
味
は
十
分
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。

企
画
展
「
秘
め
ら
れ
た
神
と
祭
り
」

博
物
館
実
習
を
終
え
て

学
芸
課
長　

亀
尾　

美
香

梅
野　

光
興

レ
ポ
ー
ト
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れきみんニュース

  今年も、令和６年11月９日(土)・10日
(日)に、香美市物部町の旧大栃高校を一般
公開します。
　当館が収集してきた民具コレクションを
大公開。農林漁業をはじめ、さまざまな民
具を一気に見ることができるチャンスです。
  地元・物部の民話やいざなぎ流など、特
徴ある地域文化も紹介、昨年好評だった大
栃巡りの第２弾も予定しています。
　10時～16時。入場無料。          （梅野）

　来年の干支「巳」にちなんだ蛇
の郷土玩具を展示します。蛇を気
味悪がる人も多いですが、そこは
おもちゃですから、かわいらしく
しようとする作り手の気持ちがう
かがえます。例えば高知県の安芸
土鈴には、ウインクした姿がかわ
いい蛇がいます。
　白蛇なのもミソです。蛇は、山
の神やその使い、稲作を司る水神
などとして信仰されてきました。
稀少な白蛇は、とりわけ信仰の対
象となり、郷土玩具には、白蛇率
が高いです。
　また、蛇は財運や商売繁盛の利
益があるという弁財天の使いとさ
れ、香泉人形の土鈴には宝尽くし
の巾着にとぼけた表情の蛇が巻き
付いているものがみられます。こ
れらの土佐物をはじめ全国の蛇玩具を郷土玩具収集家、山
﨑茂氏寄贈コレクションから選りすぐって展示します。お
楽しみに！　　　　　　　　　　　　　　　（中村(淳)）

　8月22日(木)、
城郭研究者で
ある滋賀県立
大学名誉教授
の中井均先生
と芸能界きっ
てのお城マニ
ア・落語家の
春風亭昇太さ
んが、当館副
館長の案内で岡豊城跡を散策されました。
　詰から三ノ段へのルートが喰い違いになっ
ていることや、礎石建物がどのようなもの
だったか、門はどこにあったか、など遺構を
見ただけで色々な見解が出てきて、傍で聞い
ていてもどんどんイメージが膨らみました。
岡豊城跡の見どころのひとつである畝状竪堀
群を見て、「おお！」の声が。お二人が「岡
豊城、面白い」と言ってくださり、私たちも
史跡の保存はもちろんのこと、面白さを発信
していかなくてはと思いました。このあと秋
冬は山城攻略のベストシーズン。ぜひ、御来
城ください。　　　　　　　（総務事業課）

　「岡豊山の春夏秋冬」をテーマに、岡豊山の写真を大募
集！　最優秀賞、優秀賞、スマホ大賞に加え、各種特別賞
を選びます。応募作品は館内で展示（11月23日（土・祝）
～令和７年１月26日（日）予定）するとともに、応募作品
の一部を掲載したオリジナルカレンダーも作成する予定で
す。
　写真撮影が好きな方、これから写真を撮ってみたいと
思っている方、カメラ片手に季節の訪れを感じる岡豊山へ
足を運んでみませんか。たくさんのご応募をお待ちしてお
ります。
●募集期間：10月31日（木）17時迄
●募集内容：岡豊山で撮影した・岡豊山を撮影した写真で

未発表の作品（一般部門　１人１点、ケータイ・スマホ
部門１人２点まで）

●応募方法：高知県立歴史民俗資料館に持参または郵送い
ただくか、HP・
QRコードのメー
ルフォームから
ご応募ください。

※詳細は、HP、チ
ラシ等でご確認
ください。

　（総務事業課）     

第12回 旧大栃高校
民俗資料一般公開

コーナー展 干支の玩具 巳
12月６日（金）～令和７年１月19日（日）

岡豊城跡は面白い！
第19回岡豊山フォトコンテスト
作品募集中‼

安芸土鈴（高知県）

香泉人形（高知県）

▲「秋
あき

日
び

和
より

」島元慶子（第18回最優秀賞）
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幕末から明治にかけて土佐で活躍した絵師、河田小龍の生誕
200年を記念して、高知県立坂本龍馬記念館、高知県立美術館と
連携して開催します。
小龍は、暮らしのなかで用いる掛軸、衝立、屏風、襖絵や神社に奉
納する絵馬も描いています。例えば、掛軸は床の間に飾り季節や
景色を屋内に取り込む役割を果し、衝立や屏風は広い日本間の空
間を仕切る建具として楽しまれてきました。また絵馬には、豊漁や
無病息災など、市井を生きる人々の願いが込められています。当館
では、土佐の人々の暮らしと密接につながりながら生み出され、今
日まで守られてきた小龍の作品の一端を紹介します。

11月1日(金)〜令和7年1月5日(日)

企画展 

河田 小龍
−土佐の人々とのつながり−

３館連携企画　生誕200年

10月20日（日）､11月17日（日）、12月15日（日)
岡豊山歴史公園に移築した茅葺屋根の山村民家で、
毎月第３日曜日９時半からお昼前まで、いろりに火
をいれます。ご参加お待ちしております。

11月9日（土）､10日（日）
会場：旧大栃高校（香美市物部町大栃1926）
香美市物部町の旧大栃高校に保管している当館所蔵の
民俗資料約２千点を特別公開します。併せて、物部の民
話と歴史や、いざなぎ流の紹介コーナーも設けます。

10月12日（土）～21日（月）
会場：２階エントランスホール（本写真展は無料でご覧いただけます。)
美しい日本の秋を一足
先にお観せします。
見惚れるブナやメタセ
コイヤの黄色に、楓の
赤色、七色のチガヤな
ど紅葉に高揚するひと
ときをご堪能ください。

民家で囲炉裏の火焚き

第12回 
旧大栃高校民俗資料一般公開

前田博史天然写真展2024
｢いろはのいろ｣

　　　　　　

西南四国の中世社会と公家
令和7年2月28日(金)～5月6日(火･振)

次回企画展

土佐の一条氏と南予の西園寺氏。いずれも京都から下向し、公
家から武家へと変貌しました。両者をあわせて、また対比してみ
ることで、西南四国、中世社会の様子と変容を浮かび上がらせま
す。政治・経済・信仰の各面においてかれらは西南四国に何を求
めていったのでしょうか。また、長宗我部元親の四国制覇に向け
た動きの中で、生き残りをかけた四国の西南部の国衆（有力武
士）たちの動きにも迫ります。

本展覧会は、
令和6年12月17日から
令和7年1月26日まで、
愛媛県歴史文化博物館で先
行して開催し、続いて高知会
場の当館で独自に資料を加
えて開催します。

木造南仏上人坐像
高知県保護有形文化財
（四万十市郷土博物館蔵）

一条兼定宛行状（愛媛県歴史文化博物館蔵）

大山竹蛇（神奈川県）

予
告

干
え

支
と

の玩具

み

12月6日(金)～
　　  令和7年1月19日(日)

コーナー展

山﨑茂さんの郷土玩具コレクションを中心に、来年の干
支、巳にちなむ日本各地のヘビの郷土玩具を展示します。

巳


