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写真３　加地子の行事。左が和田で右が小島。

写真１　東の田に見立てた木の前で祈る宮司。星神社は和田
と小島の氏神である。

写真２　村人が不思議な唱え言を言いながら、木の前に小枝を植える。

  

夜
の
田
植
え

　
　

−

北
川
村
和
田

−

資
料
見
聞

　

当
館
の
調
査
対
象
は
、
形
あ
る
物
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
祭
り
や
芸
能
や
民
謡
の
よ
う
な

無
形
民
俗
文
化
財
は
、
民
具
の
よ
う
に
実
物

を
集
め
て
保
管
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
写
真
や
動
画
で
記
録
し
て
、
紹
介

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

  

今
回
紹
介
す
る
の
は
、
北
川
村
和
田
で
星

神
社
の
秋
祭
り
に
行
わ
れ
る「
夜
の
田
植
え
」

で
す
。

　

こ
の
行
事
を
発
見
し
た
の
は
、
写
真
家
の

藤
田
茂
男
さ
ん
で
す
。
平
成
29
年
（
２
０
１

７
）
当
館
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
展
示
さ
れ

た
「
北
川
村
の

今
を
伝
え
た

い
」
で
紹
介
さ

れ
、
こ
ん
な
珍

し
い
行
事
が
あ

る
ん
だ
と
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
。

　

行
事
は
単
純

で
す
。
秋
祭
り

前
日
の
宵
、
祭

典
が
終
わ
る
と

氏
子
た
ち
が
神

社
の
後
ろ
に
行

き
、
東
西
の
榊

の
木
の
前
を
東
の
田
、西
の
田
に
見
立
て（
写

真
１
）、
折
っ
た
木
の
枝
を
挿
し
て
田
植
え

の
真
似
を
し
ま
す
。
そ
の
時
の
唱
え
言
が
ユ

ニ
ー
ク
で
す
。

「
ひ
ょ
ん
ひ
ょ
ん
ひ
ょ
ー
ろ
く
だ
、
マ
キ
の

谷
の
う
ー
ど
う
ど
」

　

な
ど
と
口
々
に
唱
え
な
が
ら
小
枝
を
挿
し
、

豊
年
満
作
を
祈
り
ま
す
（
写
真
２
）。

　

さ
ら
に
翌
日
に
は
「
加か

地じ

子し

」
の
行
事
が

あ
り
ま
す
。
祭
典
や
御
神
幸
の
後
、
小
作
人

役
の
和
田
地
区
の
総
代
が
、
田
の
持
ち
主
役

の
小
島
地
区
の
総
代
に
加
地
子
（
年
貢
）
を

納
め
る
様
子
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
演
じ
ま
す
。

和
田
の
枡
か
ら
小
島
の
枡
へ
米
を
移
す
時
、

今
年
は
不
作
だ
っ
た
と
言
い
訳
し
た
り
、
回

数
を
ご
ま
か
し
た
り
し
て
笑
い
を
誘
い
ま
す

（
写
真
３
）。

　

令
和
５
年
（
２
０
２
３
）
10
月
に
念
願
の

行
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
県
内
に

類
例
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
大

変
古
風
な
行
事
で
す
。
ま
だ
ま
だ
県
内
に
知

ら
れ
ざ
る
文
化
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
興
奮

し
な
が
ら
、
北
川
村
を
後
に
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
野
）
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写真１　当
とう

人
にん

子
ご

（室戸市椎名）米を入れた俵（おみこく）の前
に４人の男の子が座る。うとうとすると神が憑いた、という。

■
知
ら
れ
ざ
る
祭
り
を
テ
ー
マ
に

　

企
画
展
「
秘
め
ら
れ
た
神
と
祭
り
」
で
は
、

高
知
県
内
の
神
秘
的
な
祭
り
や
謎
の
多
い
不

思
議
な
祭
り
を
取
り
上
げ
ま
す
（
写
真
１
）。

興
味
深
い
テ
ー
マ
で
す
が
、
実
は
学
芸
員
に

と
っ
て
は
難
し
い
テ
ー
マ
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
ず
、
普
通
の
祭
り
と
違
っ
て
、
神
秘
的
な

祭
り
は
展
示
資
料
と
し
て
は
と
て
も
地
味
で

す
。
見
せ
る
祭
り
で
は
な
い
の
で
、
派
手
で

き
れ
い
な
作
り
物
が
無
い
の
で
す
。
真
夜
中

の
祭
り
と
い
う
と
想
像
力
を
刺
激
さ
れ
ま
す

が
、
屋
外
の
儀
式
な
ど
は
撮
影
す
る
の
に
一

苦
労
。
祭
り
に
よ
っ
て
は
撮
影
禁
止
、
取
材

Ｎ
Ｇ
と
い
う
所
も
あ
り
ま
す
。
供く

物も
つ

に
は
特

殊
な
物
が
あ
り
ま
す
が
、
食
べ
物
だ
け
に
、

借
り
て
き
て
展
示
す
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ

ん
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
正
直
に
言
え
ば
博
物

館
向
き
で
は
な
い
の
で
す
。

　

で
す
が
、
そ
れ
で
も
あ
え
て
テ
ー
マ
に
選

ん
だ
の
は
、
こ
の
よ
う
な
祭
り
が
令
和
の
高

知
県
で
い
ま
だ
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
す
。
高
知
県

に
は
、
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
興
味
深
い
民

俗
が
あ
る
の
で
す
。
し
か
も
意
外
に
身
近
な

所
に
。

　

そ
れ
で
は
、
高
知
県
の
不
思
議
な
世
界
に

行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
！

■
「
起
こ
し
太
鼓
」
と
の
出
会
い

　

変
わ
っ
た
行
事
が
あ
る
な
あ
、
と
私
が
最

初
に
意
識
し
た
の
は
、
平
成
22
年
（
２
０
１

０
）
11
月
、
館
の
す
ぐ
近
く
の
氏
神
様
、
別べ

っ

宮く

八
幡
宮
（
南
国
市
岡
豊
町
）
の
祭
り
で
し

た
。
メ
イ
ン
の
お
な
ば
れ
（
御ご

神し
ん

幸こ
う

）
で
は

な
く
「
起
こ
し
太
鼓
」
と
い
う
行
事
で
す
。

早
朝
５
時
か
ら
二
人
の
男
性
が
軽
ト
ラ
に
太

鼓
を
乗
せ
て
氏
子
の
集
落
を
巡
り
、
太
鼓
を

叩
い
て
回
り
ま
す
。「
今
日
は
祭
り
だ
と
い

う
こ
と
を
触
れ
て
回
る
」
そ
う

で
す
が
、
私
は
こ
れ
ま
で
そ
の

よ
う
な
行
事
を
見
た
こ
と
も
聞

い
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
資
料
館
の
目
と
鼻
の
先
に

こ
ん
な
行
事
が
あ
る
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

■
不
思
議
な
「
お
樽た

る

」
行
事

  

そ
れ
か
ら
７
年
後
の
平
成
29
年
（
２
０
１

７
）、
高
知
市
春
野
町
東ひ

が
し

諸も
ろ

木ぎ

で
も
変
わ
っ

た
行
事
に
出
合
い
ま
し
た
。
高
知
市
文
化
財

保
護
審
議
会
の
委
員
と
し
て
東
諸
木
八
幡
宮

の
秋
祭
り
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
本
祭
の
お
な
ば
れ
が
メ
イ
ン
で
す
が
、

前
日
に
も
「
お
樽
」
と
い
う
行
事
が
あ
る
と

い
う
の
で
見
に
行
き
ま
し
た
。

　
「
お
樽
」
は
文
字
通
り
木
製
の
樽
で
、
中

に
酒
を
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
夕
方
、
当
屋
と

い
う
当
番
の
家
に
若
者
が
集
ま
っ
て
飲
み
食

い
し
た
後
、「
お
樽
」
を
担
い
で
暗
く
な
っ

た
地
区
を
回
り
ま
す
。
最
後
は
神
社
に
運
ん

で
行
く
と
い
う
の
で
、
供
物
の
お
酒
を
運
ぶ

儀
式
な
の
か
な
、
と
思
い
な
が
ら
付
い
て
行

き
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
驚
い
た
こ
と
に
若
者
達
は
道
の

途
中
や
家
の
前
で
お
樽
を
激
し
く
地
面
に
叩

き
つ
け
始
め
ま
し
た（
写
真
２
）。
樽
が
壊
れ
、

中
か
ら
お
酒
が
染
み
出
し
ま
す
。
こ
れ
で
は

神
社
に
着
く
頃
に
は
お
酒
が
無
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。「
え
え
っ
？
」と
思
い
ま
し
た
が
、

こ
れ
が
「
お
樽
」
の
作
法
な
の
だ
そ
う
で
す
。

し
か
も
、記
録
に
は
「
お
樽
」
の
別
名
を
「
お

神か
ぐ

楽ら

」と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ど
う
や
ら「
お

樽
」
は
単
に
供
物
を
運
ぶ
だ
け
の
行
事
で
は

な
さ
そ
う
で
す
。
頭
の
中
で
謎
が
ぐ
る
ぐ
る

渦
巻
き
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
高
知
市
内

に
こ
ん
な
奇
祭
が
あ
る
こ
と
に
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。

■
つ
な
が
る
二
つ
の
行
事

  

令
和
元
年
（
２
０
１
９
）
か
ら
高
知
県
が

大
々
的
な
民
俗
芸
能
調
査
を
行
う
こ
と
に
な

り
、
私
も
委
員
の
一
人
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

調
査
対
象
を
考
え
る
時
に
気
に
な
っ
た
の
が

９
年
前
に
見
た
「
起
こ
し
太
鼓
」
で
す
。
同

様
の
風
習
が
県
内
に
ど
う
広
が
っ
て
い
る
か
、

こ
れ
ま
で
調
べ
た
人
も
考
え
た
人
も
い
な

か
っ
た
の
で
す
。
チ
ャ
ン
ス
だ
と
思
い
、
ア

ン
ケ
ー
ト
の
項
目
に
入
れ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

  
秘
め
ら
れ
た
神
と
祭
り 

− 
高
知
県
の
不
思
議
を
た
ず
ね
て 

−

企
画
展

会
期
：
令
和
６
年
7
月
19
日（
金
）～
９
月
23
日（
月
・
振
休
）

梅
野　

光
興

写真２　お樽行事（高知市春野町東諸木）
酒入りの樽を担いで村の中を回る。
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そ
の
結
果
は
と
言
え
ば
、「
起
こ
し
太
鼓
」

は
南
国
市
と
香
美
市
の
限
ら
れ
た
地
域
に
分

布
す
る
習
俗
で
し
た
。
名
前
も
「
起
こ
し
太

鼓
」
以
外
に
「
ふ
れ
太
鼓
」
と
い
う
所
も
あ

り
ま
す
。
私
も
２
ヶ
所
だ
け
見
に
行
き
ま
し

た
。

　

そ
の
内
の
１
ヶ
所
が
南
国
市
の
金か

な

地じ

で
す
。

こ
こ
で
は
「
起
こ
し
太
鼓
」
は
夜
か
ら
朝
に

か
け
て
の
行
事
で
し
た
（
今
で
は
夜
半
に

終
了
）。
神か

奈な

地じ

祇ぎ

神
社
の
秋
祭
り
の
前
日
、

当
屋
に
人
々
が
集
ま
っ
て
飲
み
食
い
し
た
後
、

太
鼓
を
軽
ト
ラ
に
積
ん
で
氏
子
の
家
々
を
巡

り
ま
す
。
家
の
前
で
太
鼓
を
叩
く
と
家
の
人

が
出
て
来
て
お
酒
な
ど
を
一
行
に
渡
し
ま

す
。
太
鼓
の
一
行
は
お
返
し
に
御お

神み

酒き

や
生な

ま

臭ぐ
さ

（
ス
ル
メ
）
を
家
の
人
に
口
に
し
て
も
ら

い
ま
す
。

　

金
地
の
行
事
を
見
て
い
る
内
に
、
岡
豊
の

「
起
こ
し
太
鼓
」
と
東
諸
木
の
「
お
樽
」
が

頭
の
中
で
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

夕
方
、
当
屋
に
集
ま
っ
て
か
ら
集
落
を
回

る
所
は
「
お
樽
」、
太
鼓
を
叩
い
て
回
る
の

は
岡
豊
の
「
起
こ
し
太
鼓
」
で
す
。
別
だ
と

思
っ
て
い
た
二
つ
の
行
事
が
、
金
地
の
「
起

こ
し
太
鼓
」
を
は
さ
む
こ
と
で
、
関
連
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
す
。

  

バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
断
片
が
結
び
つ
き
あ
っ

て
、
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る

瞬
間
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
に
調
査
研
究
の
醍
醐
味

で
す
。

■
土
佐
の
秘
め
ら
れ
た
祭
り

  

「
起
こ
し
太
鼓
」
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研

究
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
お
樽
」

に
つ
い
て
は
民
俗
学
者
の
高
木
啓
夫
先
生
が

重
要
な
指
摘
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

「
お
樽
」
は
中
土
佐
町
久
礼
の
「
お
み
こ
く

さ
ん
」
と
同
じ
種
類
の
祭
り
だ
と
い
う
も
の

で
す
（
写
真
３
）。

示
で
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
特
徴
を
少
し
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。

　

・
限
ら
れ
た
メ
ン
バ
ー
だ
け
が
、
身
を
清

　
　

め
て
供
物
を
作
る
。

　

・
供
物
は
、
餅
や
蒸
し
飯
な
ど
米
を
調
製

　
　

し
た
も
の
が
多
い
。
沓く

つ

形が
た

餅も
ち

や
手
形
・

　
　

足
形
餅
な
ど
特
殊
な
形
の
餅
を
作
る
所

　
　

も
あ
る
。

　

・
供
物
を
作
る
時
間
が
真
夜
中
だ
っ
た
り
、

　
　

供
え
る
時
間
が
午
前
０
時
だ
っ
た
り
、

　
　

供
物
を
夜
中
に
運
ん
だ
り
、
準
備
や
儀

　
　

式
が
深
夜
に
行
わ
れ
る
な
ど
、
夜
の
行

　
　

事
が
多
い
（
写
真
４
）。

　

・
餅
や
御
飯
、
酒
な
ど
の
供
物
を
、
当
屋

　
　

か
ら
神
社
ヘ
運
ぶ
こ
と
が
、「
お
樽
」
の

　
　

よ
う
に
儀
式
化
し
た
り
、
久
礼
の
「
お

　
　

み
こ
く
さ
ん
」
の
よ
う
に
盛
大
に
な
る

　
　

場
合
が
あ
る
。

　

・
当
屋
に
、
オ
ハ
ケ
と
い
う
標
示
物
の
竹

　
　

と
御ご

幣へ
い

の
飾
り
を
立
て
る
所
が
多
く
、

　
　

ギ
ョ
ウ
ジ
・
イ
タ
ジ
ョ
ウ
と
呼
ば
れ
る

　
　

男
児
・
女
児
が
出
る
所
も
あ
る
（
写
真

　
　

５
）。
ギ
ョ
ウ
ジ
は
、
江
戸
時
代
に
は

　
　

神
が
憑
依
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

オ
ハ
ケ
や
ギ
ョ
ウ
ジ
・
イ
タ
ジ
ョ
ウ
は
神

の
依よ

り
代し

ろ

と
も
考
え
ら
れ
て
お
り
、
今
で
は

実
際
に
神
が
か
り
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
要
素
が
見
ら
れ

ま
す
。

　

重
要
な
特
徴
は
、
今
回
取
り
あ
げ
る
祭
り

の
多
く
が
古
く
か
ら
開
発
さ
れ
た
平
野
部
の

行
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
高
知
県
で
は
こ

れ
ま
で
山
や
海
の
民
俗
が
重
視
さ
れ
て
き
ま

し
た
が
、
今
回
の
調
査
で
、
平
野
農
村
部
の

精
神
世
界
の
一
端
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

■
天
井
裏
の
神
々
と
仮
面

　

企
画
展
の
後
半
で
は
、
香
美
市
物
部
町
の

民
間
信
仰「
い
ざ
な
ぎ
流
」を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

当
館
で
は
、平
成
９
年（
１
９
９
７
）の「
い

写真５　ギョウジとイタジョウ（須崎市鳴
おと

無
なし

)　地面に足をつ
けてはならないとされ、おんぶや肩車で神社に連れて行く。

写真３　おみこくさん（中土佐町久礼）
｢おみこくさん」とは神聖な飯と餅のこと。大松明
の先導で神社ヘ運ぶ。

写真４　烏食い神事（香南市香我美
町徳王子)　真夜中に「八

や

咫
た

烏
がらす

の大
おお

神
かみ

よー」と熊野の烏を呼び寄せる。

　

高
木
先
生
の
『
土
佐
の
祭
り
』（
高
知
市

民
図
書
館
）
や
、
先
生
が
中
心
に
な
っ
て
ま

と
め
た
『
高
知
県
の
祭
り
・
行
事
』（
高
知

県
教
育
委
員
会
）、
そ
し
て
井
出
幸
男
先
生

の
研
究
を
ひ
も
と
い
て
い
く
と
「
起
こ
し
太

鼓
」
や
「
お
樽
」
は
、
先
学
が
調
査
研
究
を

積
み
重
ね
て
き
た
祭
り
行
事
と
緊
密
に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

先
学
の
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
土
佐
の
祭
り

を
訪
ね
ま
し
た
。
今
回
の
企
画
展
で
は
、
そ

の
成
果
を
も
と
に
、
県
内
の
神
秘
的
で
謎
の

多
い
祭
り
を
紹
介
し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
展
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ざ
な
ぎ
流
の
宇
宙
」、平
成
28
年（
２
０
１
６
）

の
「
い
ざ
な
ぎ
流
の
里
・
物
部
」
と
２
回
企

画
展
で
取
り
上
げ
、
常
設
展
示
で
も
「
神
と

妖
怪
」
コ
ー
ナ
ー
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

い
ざ
な
ぎ
流
に
も
「
秘
め
ら
れ
た
神
」
の

信
仰
が
あ
り
ま
す
。

　

家
の
天
井
裏
の
ふ
だ
ん
人
目
に
つ
か
な
い

所
に
天
の
神
、
オ
ン
ザ
キ
様
、
ミ
コ
神
様
な

ど
の
高
神
（
あ
ら
高
い
神
）
を
祀
っ
て
い
る

の
で
す
。
四
つ
足
の
肉
を
食
べ
た
者
は
け
が

れ
て
い
る
と
さ
れ
、
家
族
は
肉
食
禁
止
、
け

が
れ
あ
る
者
は
、神
を
祭
る
「
入
ら
ず
の
間
」

に
は
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
祭
日
は
年
に
一
度
、
祭
り
に
携
わ
る
の

は
家
の
主
人
だ
け
で
、
朝
か
ら
み
そ
ぎ
を
し

て
身
を
清
め
、
供
物
を
天
井
裏
に
供
え
ま
す
。

あ
ま
り
秘
密
に
し
て
い
る
の
で
、
隠
れ
キ
リ

シ
タ
ン
で
は
な
い
か
、
と
言
う
人
も
い
ま
す
。

　

天
井
裏
に
は
仮
面
を
祀
る
家
も
あ
り
ま
す
。

物
部
で
は
、
仮
面
は
た
だ
の
道
具
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
が
神
様
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

箱
に
入
れ
る
順
番
が
間
違
っ
て
い
る
と
ひ
と

り
で
に
飛
び
出
す
な
ど
と
言
わ
れ
、
そ
の
威

力
は
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
６
）。

■
い
ざ
な
ぎ
流
の
裏
の
呪
術

　

い
ざ
な
ぎ
流
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
が

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
表
に
出

し
て
は
い
け
な
い
「
裏
の
呪
術
」
が
呪
い
調ち

ょ
う

伏ぶ
く

で
す
。

　

神
霊
に
頼
み
事
を
す
る
時
は
、
供
物
を
並

べ
、
神
々
が
喜
ぶ
文
句
を
唱
え
、
自
分
の
願

い
を
訴
え
る
の
が
基
本
で
す
が
、
人
間
に
取

り
憑
い
て
病
気
を
も
た
ら
す
悪
霊
の
中
に
は

な
か
な
か
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
者
も
い
ま

す
。

　

そ
ん
な
時
は
呪
術
の
出
番
で
す
。「
法ほ

う

文も
ん

」

と
呼
ば
れ
る
呪
文
を
唱
え
、
手
で
印
を
結
ん

で
、
強
制
的
に
悪
霊
を
追
い
払
う
の
で
す
。

そ
の
時
に
不
動
明
王
な
ど
密
教
の
仏
や
、
陰

陽
道
の
式
神
に
由
来
す
る
式
王
子
と
い
う
神

霊
を
使
役
し
て
、
出
て
行
か
な
い
な
ら
お
前

を
や
っ
つ
け
て
し
ま
う
ぞ
、
と
荒
々
し
い
口

調
で
迫
る
の
で
す
。
悪
霊
は
式
王
子
ら
の
力

で
強
制
排
除
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し

た
。

　

こ
こ
ま
で
は
、「
表
」
で
す
が
、
そ
れ
を

人
間
に
対
し
悪
意
を
も
っ
て
使
う
と
「
裏
」

の
呪
術
、
す
な
わ
ち
「
呪
い
」
に
な
り
ま
す
。

い
ざ
な
ぎ
流
の
太た

夫ゆ
う

た
ち
は
、
呪
い
は
や
っ

て
は
い
け
な
い
こ
と
で
、
昔
は
そ
ん
な
こ
と

も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
最
近
は
そ
ん
な
こ
と

は
な
い
と
言
い
ま
す
。「
裏
」
の
呪
術
が
書

か
れ
た
書
物
は
見
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る

太
夫
も
多
い
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
呪
い
は
「
呪じ

ゅ

詛そ

」
と
呼

県
立
文
学
館
・
県
立
美
術
館
と
の
コ
ラ
ボ

で
も
っ
と
不
思
議
な
世
界
を
！

　
「
秘
め
ら
れ
た
神
と
祭
り
」
展
は
、
高

知
県
立
文
学
館
の
企
画
展
「
創
刊
45
周
年

記
念　

ム
ー
展
～
謎
と
不
思
議
に
挑
む
夏

～
」
と
、
高
知
県
立
美
術
館
夏
の
定
期
上

映
会
「
Ｍ
Ｕ
な
映
画
」
と
コ
ラ
ボ
し
ま
す
。

文
学
館
・
美
術
館
と
相
互
割
引
を
行
い
、

陰
陽
道
・
い
ざ
な
ぎ
流
研
究
者
の
斎
藤
英

喜
先
生
（
佛
教
大
学
教
授
）
が
、
８
月
３

日
（
土
）
は
当
館
で
講
演
会
を
、
８
月
４

日
（
日
）
は
文
学
館
主
催
の
ム
ー
三
上
編

集
長
の
ト
ー
ク
に
飛
び
入
り
対
談
で
参
加

し
ま
す
。

　

ス
ー
パ
ー
・
ミ
ス
テ
リ
ー
・
マ
ガ
ジ
ン

『
ム
ー
』
は
、
Ｕ
Ｆ
Ｏ
・
未
確
認
生
物
・

超
能
力
・
古
代
文
明
・
心
霊
現
象
・
終
末

予
言
な
ど
世
界
の
謎
と
不
思
議
を
テ
ー
マ

に
し
た
月
刊
誌
で
、
陰
陽
道
や
い
ざ
な
ぎ

流
、
日
本
の
民
間
信
仰
も
取
り
あ
げ
て
い

ま
す
。
美
術
館
の
上
映
会
で
は
「
海
底
軍

艦
」「
卑
弥
呼
」
な
ど
『
ム
ー
』
の
世
界

に
通
じ
る
映
画
を
上
映
。
当
館
の
企
画
展

と
あ
わ
せ
て
見
る
こ
と
で
、
あ
な
た
の
不

思
議
世
界
が
拡
張
す
る
の
は
必
至
で
す
！

高
知
県
文
化
財
団
の
３
館
コ
ラ
ボ
企
画
、

ぜ
ひ
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
い
ざ
な
ぎ
流
に
つ
い
て
は
、
当

館
も
協
力
し
た
企
画
展
「
い
ざ
な
ぎ
流
の

か
み
・
か
た
ち
」
が
横
浜
人
形
の
家
（
神

奈
川
県
）
で
７
月
21
日
（
日
）
ま
で
開
催

中
。
来
年
令
和
７
年
１
月
３
日
（
金
）
に

は
県
立
美
術
館
で
、
い
ざ
な
ぎ
流
保
存
会

に
よ
る
公
演
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

写真６　川に流された仮面
（香美市物部町）
流れてきたのを拾ったと言う。

ば
れ
、
平
安
時
代
の
昔
か
ら
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今

年
の
大
河
ド
ラ
マ「
光
る
君
へ
」

に
も
呪
詛
の
様
子
が
描
か
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
文
句
は
、
い
ざ

な
ぎ
流
を
参
考
に
し
て
い
る
と

一
部
で
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

い
ざ
な
ぎ
流
が
、
形
こ
そ
異

な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
古
代
の
呪
詛
信
仰

を
伝
え
て
い
る
の
は
か
な
り
凄
い
こ
と
で
す
。

　

展
示
で
は
、
い
ざ
な
ぎ
流
の
呪
術
を
紹
介

す
る
と
と
も
に
、
天
井
裏
の
神
々
の
謎
も
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
（
写
真
７
）。

　

高
知
県
の
祭
り
の
秘
め
ら
れ
た
部
分
を
解

き
ほ
ぐ
す
作
業
は
、
高
知
県
の
歴
史
や
文
化

の
奥
底
を
の
ぞ
く
よ
う
な
ス
リ
リ
ン
グ
な
体

験
で
す
。ぜ
ひ
あ
な
た
も
、知
ら
れ
ざ
る
神
々

の
祭
り
に
ふ
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 写真７　いざなぎ流日月祭の湯立

て（香美市物部町)　月の出を拝
むいざなぎ流最大の祭り。
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■
宇
和
島
市
戸
島

　

令
和
７
年
２
月
か
ら
始
ま
る
企
画
展
「
西

南
四
国
の
中
世
社
会
と
公
家
」
の
調
査
の
た

め
、
曽
我
学
芸
員
と
宇
和
島
市
の
戸
島
に

行
っ
て
き
ま
し
た
。
天
正
３
年（
１
５
７
５
）

の
四
万
十
川
（
渡
川
）
合
戦
で
敗
れ
た
一
条

兼
定
が
幡
多
か
ら
追
放
さ
れ
、
晩
年
を
過
ご

し
た
宇
和
海
の
小
島
で
す
。

城
跡
で
、
こ
の
地
域
を
支
配
し
て
い
た
法
華

津
氏
の
支
配
下
に
い
る
者
が
海
城
と
し
て
の

機
能
を
持
た
せ
る
た
め
構
築
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
法
華
津
氏
は
、
一
条
氏
と
の
関
係

も
深
く
、
中
村
や
宿
毛
に
所
領
も
与
え
ら
れ

て
お
り
、
四
万
十
川
合
戦
に
も
一
条
方
と
し

て
参
陣
し
て
い
ま
す
。
法
華
津
地
域
は
西さ

い

園お
ん

寺じ

家
勢
力
圏
で
す
が
、
法
華
津
範の

り

延の
ぶ

は
天
正

４
年
（
１
５
７
６
）
に
戸
島
に
隣
接
す
る
日ひ

振ぶ
り

島じ
ま

衆
へ
掟
書
を
出
し
て
い
て
、
こ
の
島と

う

嶼し
ょ

部ぶ

も
含
め
豊
後
水
道
の
拠
点
を
掌
握
し
て
い

ま
す
。

■
龍
集
寺
と
兼
定
墓
所

　

戸
島
の
本
浦
集
落
奥
の
山
際
に
龍り

ゅ
う

集し
ゅ
う

寺じ

が
あ
り
ま
す
。
龍
集
寺
は
浄
土
宗
の
寺
院
で
、

本
尊
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
。「
宇
和
旧
記
」

に
は
、「
開
山
不
知
、
大
超
寺
末
也
」
と
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
境
内
の
一

角
に
、
幡
多
か
ら
追
放
さ
れ
て
終つ

い

の
住す

み

処か

と

な
り
戸
島
で
亡
く
な
っ
た
兼
定
の
墓
所
が
あ

り
ま
す
。
覆お

お
い

屋や

の
中
に
は
、
形
の
崩
れ
た
宝ほ

う

篋き
ょ
う

印い
ん

塔と
う

の
一
部
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
九

州
の
阿
蘇
火
砕
流
が
冷
え
た
溶よ

う

結け
つ

凝ぎ
ょ
う

灰か
い

岩が
ん

で
、
大
友
氏
と
の
関
係
で
豊
後
の
石
材
が
用

い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
家
臣
50
～
60

人
を
従
え
戸
島
に
居
を
構
え
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
島
民
か
ら
は
「
一
条
様
」
や
「
宮

様
」
と
呼
ば
れ
慕
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
、
現

在
で
も
大
切
に
島
民
に
よ
っ
て
墓
所
が
守
ら

れ
て
い
ま
す
。　

　

戸と

島じ
ま

見
聞
記

「
西
南
四
国
の
中
世
社
会
と
公
家
」企
画
展
調
査
か
ら副

館
長　

松
田　

直
則

戸島の本浦集落と城跡

龍集寺

一条兼定墓所

■
法ほ

華け

津づ

氏
と
戸
島

　

宇
和
島
市
か
ら
の
フ
ェ
リ
ー
が
戸
島
に
到

着
す
る
と
、
本ほ

ん

浦う
ら

漁
村
集
落
の
裏
山
に
あ
る

城
跡
が
見
え
て
き
ま
す
。
現
在
で
も
、
主し

ゅ

郭か
く

の
平
坦
部
や
堀
切
が
残
っ
て
い
る
小
規
模
な

に
も
同
じ
年
で
あ
る
こ
と
が
戦
国
時
代
の
終

焉
と
と
も
に
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。

■
兼
定
と
内う

ち

政ま
さ

　

兼
定
の
嫡ち

ゃ
く

男な
ん

で
、
大
津
御
所
に
い
た
内
政

が
長
宗
我
部
元
親
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
が
天

正
９
年
（
１
５
８
１
）
頃
で
す
。
内
政
も
、

船
で
伊
予
国
の
法
華
津
に
送
ら
れ
て
お
り
、

法
華
津
氏
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
が
具
体
的
な
追
放
場
所
は
不
明
で
す
。
そ

の
時
、
父
親
の
兼
定
と
会
え
た
か
ど
う
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
兼
定
が
病
気
で
亡
く
な
っ

た
の
は
元
親
が
秀
吉
に
降
伏
し
た
天
正
13
年

（
１
５
８
５
）
で
、
こ
の
数
ヶ
月
後
に
は
内

政
も
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

元
親
の
降
伏
と
兼
定
・
内
政
の
死
が
偶
然

■
歴
史
の
詰
ま
っ
た
魅
力
的
な
島

　

龍
集
寺
に
は
、「
土
佐
一
条
家
五
代
像
」

の
掛
軸
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
比
較
的
新

し
い
時
代
に
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
年

代
は
不
明
で
す
。
こ
の
五
代
像
を
調
査
し
、

借
用
の
依
頼
を
行
う
目
的
で
龍
集
寺
に
出
向

き
ま
し
た
。
境
内
の
墓
地
に
は
江
戸
時
代
の

戸
島
庄
屋
で
あ
る
田
中
家
の
石
塔
群
も
あ
り
、

墓
石
の
変
遷
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
、

小
さ
い
島
で
す
が
歴
史
の
詰
ま
っ
た
魅
力
的

な
島
で
す
。

　

平
成
21
年
は
、
兼
定
没
後
四
二
五
回
忌

に
当
た
り
法
要
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
高

知
・
愛
媛
の
予
土
歴
史
文
化
研
究
会
の
メ
ン

バ
ー
も
参
列
し
て
い
ま
す
。
西
南
四
国
の
戦

国
時
代
の
歴
史
を
紡
い
だ
一
条
兼
定
を
ま
つ

り
、
今
な
お
兼
定
の
墓
前
に
は
香
華
が
絶
え

ず
、
毎
年
の
命
日
に
は
盛
大
な
法
要
が
行
わ

れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
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だ
か
ら
こ
そ
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
と

き
の
同
氏
の
感
動
が
伝
わ
る
魅
力
的
な
写
真

が
、
た
く
さ
ん
遺
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
高

知
県
の
暮
ら
し
の
一
コ
マ
一
コ
マ
が
焼
き
付

い
た
写
真
は
、
県
民
の
「
心
の
財
産
」
で
す
。

　

当
館
で
は
、
同
氏
の
個
展
を
５
回
開
催
し
て

き
ま
し
た
が
、
今
回
は
企
画
展
の
一
コ
ー
ナ
ー

に
展
示
す
る
と
い
う
新
し
い
試
み
で
し
た
。

　

そ
の
た
め
一
層
、
写
真
と
は
何
か
、
田
辺

氏
の
写
真
の
特
色
と
は
何
か
と
考
え
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
で
し
た
。
解
説
文
も
、
被
写
体
の

説
明
を
主
体
と
し
た
こ
れ
ま
で
と
は
趣
を
変

え
、
同
氏
の
視
点
や
撮
影
の
方
法
論
を
推
し

量
っ
て
盛
り
込
み
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

ブ
レ
て
も
お
構
い
な
し
に
腹
で
撮
り
、
ブ
レ

ず
に
土
佐
の
民
俗
を
見
据
え
た
同
氏
の
姿
勢

が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

今
春
の
企
画
展「
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
土
佐
」

に
、
田
辺
寿
男
氏
（
１
９
２
１
―
２
０
１
０
）

の
民
俗
写
真
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

民
俗
調
査
に
裏
打
ち
さ
れ
た
そ
の
写
真
は

昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
貴
重
な
記
録
で

あ
り
、
同
展
の
一
翼
を
担
う
の
に
似
つ
か
わ

し
い
も
の
で
し
た
。

　

写
真
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
同
氏
が
撮
っ
て

い
た
頃
と
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
フ
ィ

ル
ム
か
ら
電
子
媒
体
へ
、
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ

か
ら
ス
マ
ホ
等
へ
と
変
化
す
る
に
つ
れ
て
、

撮
影
す
る
機
会
や
カ
ッ
ト
数
は
大
幅
に
増
え

て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
点
に
も
、
タ
イ
ム
ト

リ
ッ
プ
感
が
あ
り
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
同
氏
は
白
黒
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム

で
２
万
６
千
本
以
上
の
膨
大
な
写
真
を
撮
っ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
や
み
く
も
に
撮
っ
て

い
る
訳
で
は
な
く
、

「
人
の
心
の
奥
底

を
見
つ
め
た
い

（
中
略
）、
心
象
的

な
も
の
が
な
か
っ

た
ら
、
撮
り
ま
せ

ん
」（『
岡
豊
風
日
』

24
号
）
と
語
っ
て

い
ま
す
。

カツオの水揚げ　
昭和59年（1984）土佐市宇佐　
展示の解説文では、「背景に写り込ん
だ道具や船も時代の移り変わりを物語
る」と、写真の特徴の一端にふれた。

　

こ
の
春
、
学
芸
課
長
を
拝
命
し
ま
し
た
。

博
物
館
で
働
き
始
め
て
23
年
、
歴
民
館
が
３

つ
め
の
職
場
と
な
り
ま
す
。
最
初
に
勤
め
た

東
京
の
八
王
子
市
郷
土
資
料
館
（
当
時
）
は

非
常
勤
で
の
採
用
で
、
古
文
書
担
当
と
し
て

資
料
整
理
を
す
る
の
が
主
な
仕
事
で
し
た
。

歴
民
館
と
同
様
、
歴
史
の
ほ
か
考
古
や
民
俗

な
ど
幅
広
い
資
料
を
数
多
く
収
蔵
し
て
お
り
、

地
域
に
根
ざ
し
て
資
料
を
収
集
、
保
存
し
て

ゆ
く
こ
と
の
重
要
性
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
学
芸
員
人
生
の

原
点
と
も
い
え
る
体
験
が
で
き
た
館
で
し
た
。

　

２
０
１
１
年
、
桂
浜
の
県
立
坂
本
龍
馬
記

念
館
に
常
勤
学
芸
員
と
し
て
採
用
さ
れ
、
帰

郷
し
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
龍
馬

伝
」
放
映
の
翌
年
で
、
ま
だ
年
間
22
万
人
も

の
来
館
者
が
つ
め
か
け
て
い
た
頃
で
し
た
。

最
初
の
館
と
全
く
異
な
り
、
毎
日
多
く
の
県

外
観
光
客
が
訪
れ
る
館
で
、
仕
事
も
企
画
展

の
開
催
や
展
示
解
説
な
ど
が
主
と
な
り
ま
し

た
。
も
と
も
と
幕
末
の
政
治
史
が
専
門
だ
っ

た
た
め
、
こ
こ
で
は
学
生
時
代
か
ら
の
学
び

を
十
二
分
に
活
か
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
新
館
建
設
・
本
館
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
携
わ
る
と
い
う
、
貴
重
な
経

験
を
在
職
中
に
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

博
物
館
で
仕
事
を
す
る
な
か
で
、
研
究
や

教
育
普
及
な
ど
と
異
な
り
、
博
物
館
に
常
駐

す
る
学
芸
員
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
が
あ
る

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
資

料
の
収
集
と
保
存
で
す
。
こ
の
世
に
一
点
し

か
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
資
料
に
は
、
数
百
年

を
生
き
抜
い
て
き
た
そ
の
資
料
に
し
か
語
れ

な
い
「
真
実
」
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
、
幾

度
そ
う
し
た
資
料
に
出
会
っ
て
感
動
を
得
、

励
ま
さ
れ
て
き
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
歴
史

の
荒
波
を
く
ぐ
り
抜
け
、
今
も
こ
こ
に
あ
る

資
料
を
、
一
点
で
も
多
く
、
少
し
で
も
良
い

状
態
で
次
の
世
代
へ
引
き
継
ぐ
。
そ
れ
こ
そ

が
博
物
館
と
学
芸
員
に
与
え
ら
れ
た
最
も
重

要
な
使
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

歴
民
館
は
今
、
収
蔵
庫
問
題
を
め
ぐ
っ
て

大
き
な
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
生

時
代
、
帰
省
の
た
び
に
展
示
を
見
に
訪
れ
た

思
い
出
の
あ
る
館
に
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、

こ
の
立
場
で
携
わ
る
こ
と
と
な
り
、
ご
縁
を

感
じ
る
と
と
も
に
少
な
か
ら
ず
不
安
も
あ
り

ま
す
。
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で

得
た
知
識
や
経
験
が
、
少
し
で
も
歴
民
館
や
、

ふ
る
さ
と
高
知
の
歴
史
資
料
の
よ
り
よ
い
未

来
の
実
現
に
役
立
て
ば
無
上
の
幸
せ
で
す
。

歴
民
館
の
今
後
に
ご
期
待
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
温
か
い
応
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

企
画
展
「
タ
イ
ム
ト
リ
ッ
プ
土
佐 

−

絵
図
・
絵
葉
書
・
写
真

−

」
に

　
　
　

展
示
し
た
「
田
辺
寿
男
の
民
俗
写
真
」
に
つ
い
て

着
任
の
ご
挨
拶

学
芸
課
長　

亀
尾　

美
香

中
村　

淳
子
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れきみんニュース

 「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：７月２日（火）～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19回
岡豊山フォトコンテスト
作品募集のお知らせ

▲「秋
あき

日
び

和
より

」島元慶子（第18回最優秀賞）

　

内
閣
府
が
主
催
す
る
「
令
和
５
年
度
世
界

青
年
の
船
」
事
業
の
「
地
域
実
践
活
動
」
の

場
と
し
て
高
知
県
が
選
ば
れ
、
２
月
10
～
17

日
の
８
日
間
、
日
本
と
世
界
13
か
国
の
青
年

が
高
知
県
に
集
い
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や

文
化
交
流
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、

２
月
11
日
（
日
・
祝
）
に
は
「
地
域
の
人
が

誇
り
を
感
じ
る
ま
ち
づ
く
り
～
地
域
の
歴
史

と
伝
統
の
継
承
～
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
グ

ル
ー
プ
の
研
修
先
と
し
て
、
当
館
及
び
岡
豊

城
跡
で
の
活
動
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。

　

高
知
県
プ
ロ
グ
ラ
ム
実
行
委
員
会
ス
タ
ッ

フ
と
は
事
前
に
何
度
も
打
ち
合
わ
せ
、
城
跡

を
歩
き
、「
こ
こ
が
攻
守
の
ポ
イ
ン
ト
」「
甲

冑
に
旗
指
物
が
あ
る
と
合
戦
の
雰
囲
気
が
で

る
」
な
ど
、
楽
し
ん
で
研
修
し
て
も
ら
え
る

よ
う
知
恵
を
絞
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ

フ
に
も
事
前
に
甲
冑
の
着
け
か
た
の
レ
ク

チ
ャ
ー
を
行
い
ま
し
た
。

　

当
日
参
加
し

た
青
年
は
21

名
、
ス
タ
ッ
フ

を
合
わ
せ
て
53

名
が
２
班
に
分

か
れ
て
の
研
修

と
な
り
ま
し

た
。
甲
冑
を
身

岡
豊
城
跡
、世
界
の
青
年
の
交
流
の
場
に

レ
ポ
ー
ト

に
着
け
て
城
攻
め
体
験
を
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
は
、「
戦
の
こ
と
、
城
の
こ
と
、
歴
史
の

こ
と
、
本
当
に
多
く
の
こ
と
を
学
べ
た
。
甲

冑
を
着
る
の
は
初
め
て
で
刺
激
的
な
経
験
が

で
き
た
」
な
ど
、
見
学
だ
け
で
は
味
わ
え
な

い
こ
と
を
「
体
感
」
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
ガ
イ
ド
と
城
跡
を
ま
わ
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
で
は
、「
山
の
様
々
な
特
徴
を
生
か

し
て
城
を
守
る
先
人
た
ち
の
知
恵
に
感
心
し

た
。
日
本
人
の
生
活
と
自
然
と
の
つ
な
が
り

を
強
く
感
じ
た
」
な
ど
山
城
な
ら
で
は
の
構

造
と
歴
史
を
学
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
れ
ら
を
語
り
継
ぐ
地
元
ガ
イ
ド
・
通

訳
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
有
意
義
な

も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

総
務
事
業
課

▲「若さ、はじける！」鳥原弘子（第18回優秀賞）
▲ケータイ・スマホ部門
　申込用QRコード

▲｢秋よ来い」小栁由紀
　(第18回スマホ大賞）

▲「初
はつ

雪
ゆき

」太田和子（第18回優秀賞）
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令和６年(2024) 7月〜9月の催し

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

岡
豊
風
日 

（
お
こ
う
ふ
う
じ
つ
） 

第
122
号

令
和
６
年（
２
０
２
４
）７
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
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

観
覧
料　

〔
通
常
展
〕大
人(

18
才
以
上)

４
７
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

３
７
０
円

　
　
　
　
　

  

〔
企
画
展
〕常
設
展
示
込
み　

５
２
０
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

団
体(

20
名
以
上)

４
２
０
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

高知県内の神秘的な祭り，不思議な祭り、
謎が多い祭り、スピリチュアルな祭りと
神々を、写真や祭具によって紹介します。

7月19日(金)〜9月23日(月・振休)

企画展 秘められた神と祭り
－高知県の不思議をたずねて－

企画展関連催し

7月26日(金)、8月11日(日・祝)、8月24日(土)
　今年は企画展にちなんでフシギをテーマにワー
クショップやイベントを開催します。
■主なプログラム／メニュー             
　◦クイズラリー、駄菓子屋さん
　◦ミュージアムトーク、バックヤードツアー★
　◦ステンドホイルづくり、牛乳パックでビックリ
　　箱づくり、仮面づくり★、缶バッジづくり、竹水
　　鉄砲づくり★、いざなぎ流御幣切り体験★、
　　守り神づくり★､フシギなボトルづくり、おは
　　なし本づくり　　　　　　　　★は要予約
　◦ジェラート販売　　　
※開催日時など詳細はHP、チラシ等をご覧ください。

れきみん！
サマーミュージアム
～フシギな世界へようこそ～

土佐のまほろば
　ウォーク2024
　　－歴史にどっぷり－
●10月13日(日)「山城にどっぷり!①」
　岡豊城跡、瑞応寺跡など
●11月19日(火)「山城にどっぷり!②」
　布師田金山城など
8月1日(木)9時より受付を開始、詳細は当館HPを
ご覧ください。

●講演会 「陰陽師からいざなぎ流へ
　　　　　―異貌の日本宗教史―」
　8月3日(土）14:00～16:00　先着100名
　講師：斎藤英喜氏（佛教大学教授）
●四国民俗学会シンポジウム「四国の神ごと」
　９月16日(月・祝）13:30～16:30　先着100名
●講座
 ①「高知県の不思議な祭りをたずねて」 7月28日(日）
 ②「いざなぎ流の秘められた神々」 9月1日(日）
　講師：梅野光興（当館学芸員）
　いずれも14:00～16:00　先着各回100名
●ワクワクワーク
 「いざなぎ流御幣切り体験」講師：森安正芳氏（いざなぎ流太夫)
　８月11日(日・祝）10:00～12:00　定員25名
●ミュージアムトーク
　①7月20日(土)、②8月11日(日・祝)、③8月24日(土) 
　各回14:00～14:30
　※ミュージアムトーク以外は要事前予約

７月2１日（日）､８月1８日（日）、９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。

民家で囲炉裏の火焚き

　　　　　　３館連携企画　生誕200年

河田小龍 −土佐の人々とのつながり−
11月1日(金)〜令和7年1月5日(日)

次回企画展

幕末維新期の土佐を代表する絵師・河田小龍の生誕200年を記念
して、県立美術館、県立坂本龍馬記
念館と連携して開催します。３館がマ
ルチ絵師・小龍の異なる横顔を取り
上げますが、当館では、掛軸、衝立、
屏風、襖絵など生活を彩る絵画や、
信仰や願いを込めた絵馬など、人々
の暮らしと関連して生み出された美
術作品を紹介します。

河田小龍筆《龍虎図衝立（龍図
部分）》高知市国清寺所蔵

今年の夏は３館コラボで謎と不思議を深めよう！
①高知県立文学館　企画展「創刊45周年記念　
　ムー展　〜謎と不思議に挑む夏〜」
　７月６日（土）〜９月16日（月・祝）
　※歴民と文学館のクロスイベント
「三上編集長トーク＋斎藤英喜先生飛び入り対談」
　８月４日（日）（申込締切７月８日）
②高知県立美術館　夏の定期上映会「ＭＵな映画」
　８月24日（土）・25日（日）
①の半券か、②のチケットか半券提示で「秘めら
れた神と祭り」展を団体料金で、「秘められた神と
祭り」の半券提示で、①は団体料金、②は前売料金
でご覧になれます。

予
告

文学館QRコード

美術館QRコード


