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□ 企画展「『在伯同胞活動実況大写真帖』
　　　　　　－竹下増次郎、ブラジル日本移民を写す」
□ 25周年イベント（秋・冬）報告
□ 第16回社会科自由研究作品展報告
□ 『馬場辰猪 日記と遺稿』刊行に寄せて

校
生
か
ら
大
学
生
く
ら
い
の
若
者
が
中
心
で

し
た
。
彼
ら
は
生
命
・
財
産
を
顧
み
る
こ
と

な
く
、民
主
化
が
総
て
の
人
の
解
放
に
つ
な
が

る
と
信
じ
て
運
動
を
展
開
し
ま
し
た
。
彼
ら

は
全
国
の
運
動
を
一
〇
年
も
の
間
リ
ー
ド
し

続
け
た
の
で
す
。
高
知
の
人
は
そ
の
こ
と
を

誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
。
一
九
九
〇
年
に
高

知
市
が
高
知
市
制
一
〇
〇
周
年
を
記
念
し
て

こ
の
記
念
館
を
建
設
し
た
の
も
、二
〇
〇
〇
年

の
県
議
会
が「
自
由
は
土
佐
の
山
間
よ
り
」を

県
詞
に
採
択
し
た
の
も
、そ
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私

は
、高
知
の
人
は
、自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て

さ
ぞ
か
し
よ
く
知
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
一
九
年
前
、縁
あ
っ
て
高
知
大
学
に
赴

任
し
ま
し
た
。
し
か
し
最
初
の
頃
、高
知
の
人

が
あ
ま
り
土
佐
の
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て

知
ら
な
い
こ
と
に
戸
惑
い
ま
し
た
。
知
ら
な

け
れ
ば
自
慢
の
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
こ
と
と
選
挙
に
お
け
る
投
票
率
の
低
さ
は

連
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
最
近
で

は
、昨
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
高
知
県
知
事
選

挙
は
無
投
票
と
な
り
、高
知
市
長
選
挙
の
投
票

率
は
二
八
．九
三
％
で
し
た
。
特
に
市
長
選
挙

に
お
い
て
二
〇
代
の
投
票
率
は
一
四
．九
七
％

で
し
た
。
他
の
地
域
な
ら
と
も
か
く
、高
知
に

あ
っ
て
こ
の
現
象
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ

る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
自
由
民

権
運
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
の
誇
り
と

整
合
性
を
以
て
説
明
す

る
の
は
困
難
で
す
。
こ

の
こ
と
は
単
な
る
投
票

率
を
超
え
て
深
刻
な
問

題
を
孕
ん
で
い
る
気
が

し
ま
す
。

　

自
由
民
権
運
動
は
、人

権
が
保
障
さ
れ
る
民
主

的
な
国
家
を
建
設
し
よ

う
と
し
た
運
動
で
あ
り
、

高
知
は
そ
の
中
心
地
で

し
た
。
そ
し
て
七
〇
年

前
、敗
戦
の
中
で
日
本
国

民
は
、人
権
が
保
障
さ
れ

る
民
主
的
な
国
家
を
建

設
す
る
こ
と
を
決
意
し

ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
自
由
民
権
運
動
を
学

び
な
お
す
こ
と
は
、七
〇
年
前
日
本
国
民
が
確

認
し
た
思
想
の
原
点
を
再
確
認
す
る
こ
と
で

す
。
自
由
民
権
記
念
館
は
、ま
さ
に
そ
の
原
点

を
思
い
起
こ
し
反
芻
す
る
場
で
す
。
現
代
に

生
き
る
我
々
に
と
っ
て
無
関
係
な
場
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

館  

長
　
松 

岡  

僖 

一

　

私
の
机
上
に「
自
由
の
と
も
し
び
」第
66
号

（
二
〇
〇
九
年
七
月
）が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に

私
が
当
館
の
館
長
に
就
任
し
た
時
の
あ
い
さ

つ
文「
館
長
に
就
任
し
て
」が
載
っ
て
い
ま
す
。

「
課
題
山
積
」と
あ
り
ま
す
。
あ
れ
か
ら
七
年

経
ち
ま
し
た
。
あ
の
時
指
摘
し
た
諸
課
題
を

少
し
は
解
消
し
た
だ
ろ

う
か
と
考
え
る
と
、内
心

忸
怩
た
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。

　

明
治
一
〇
年
、植
木
枝

盛
た
ち
が
言
論
闘
争
と

し
て
の
自
由
民
権
運
動

を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、

「
自
由
は
土
佐
の
山
間
よ

り
発
し
た
り
」と
言
わ
れ

る
よ
う
に
努
力
し
よ
う

と
県
民
に
呼
び
か
け
ま

し
た
。
彼
ら
の
認
識
に

よ
れ
ば
、明
治
維
新
は
支

配
者
の
交
代
に
過
ぎ
ず
、

江
戸
時
代
に
虐
げ
ら
れ

た
人
民
の
権
利
は
い
さ
さ
か
も
増
さ
な
か
っ

た
。
い
ま
必
要
な
改
革
は
、ご
く
普
通
の
人
が

国
の
主
人
公
と
な
る
国
家
の
建
設
だ
と
い
う

の
で
す
。

　

自
由
民
権
運
動
は
日
本
で
最
初
の
民
主
化

運
動（
参
政
権
獲
得
運
動
）で
す
。
民
主
化
運

動
は
、自
分
た
ち
の
運
命
・
自
分
た
ち
の
社
会

の
運
命
は
、自
分
た
ち
で
決
め
る
と
い
う
自
治

の
精
神（
自
己
統
治
の
思
想
）に
基
礎
を
持
ち

ま
す
。
運
動
の
担
い
手
は
、現
在
で
言
う
と
高

■
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ

原
点
再
確
認
の
場

「ホンモノの夜学会2015」で講演（2015年10月14日）

北見市青少年研修生に展示解説（2010年8月8日）
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　連携企画「高知の移民文化発信プロジェクト」は、高知県下を中心と
する複数の文化施設等が、「志を持って故郷を遠く離れ、国内外の新天
地に根付いた高知県人の生き方やその地で成し遂げたこと、次世代に
引き継がれていったこと」を共通テーマに、各地ゆかりの作品や資料の
展示を通して、「高知の移民文化」を紹介します。

　

今
年
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー
、開
催
地
は
ブ

ラ
ジ
ル
の
都
市
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
す
。

　

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、ブ
ラ
ジ
ル
は
地
球

の
反
対
側
の
国
で
す
。
日
本
か
ら
も
っ
と
も
遠

い
国
の
ひ
と
つ
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
の
ブ
ラ
ジ
ル
に
は
世
界
最
大
の
日
系

人
社
会
が
あ
り
ま
す
。
現
在
六
世
ま
で
い
る
ブ

ラ
ジ
ル
日
系
人
の
源
流
は
約
二
五
万
人
の
日
本

人
移
民
、そ
の
う
ち
約
一
九
万
人
が
戦
前
ブ
ラ

ジ
ル
に
渡
り
ま
し
た
。

　

彼
ら
に
は
、自
分
た
ち
が
異
国
の
地
で
苦
労

の
末
獲
得
し
た
も
の
や
達
成
し
た
こ
と
を
、自

ら
確
認
し
、そ
し
て
他
者
か
ら
は
承
認
を
得
た

い
と
い
う
欲
求
が
あ
り
ま
し
た
。

　

竹
下
増
次
郎（
高
知
県
須
崎
市
出
身
）が
撮

影
・
編
集
し
た『
在
伯
同
胞
活
動
実
況
大
写
真

帖
』は
、そ
の
欲
求
に
応
え
る
も
の
で
し
た
。
同

書
が
竹
下
を
、ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
社
会
を
代

表
す
る
成
功
者
に
ま
で
押
し
上
げ
る
ほ
ど
の

大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
秘
密
は
、そ
こ
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
人
が
移
民
と
し
て
最
初
に
ブ
ラ
ジ
ル
の

土
を
踏
ん
だ
一
九
〇
八
年
に
は
、す
で
に
写
真

は
存
在
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
写
真
は
、ブ
ラ
ジ

ル
日
本
移
民
の
歴
史
を
、そ
の
は
じ
ま
り
か
ら

記
録
し
て
来
た
の
で
す
。
移
民
船
ぶ
え
の
す
あ

い
れ
す
丸
の
サ
ン
ト
ス
港
接
岸
写
真
を
含
む
写

真
帖
の
情
報
は
、移
民
の
経
験
を
明
ら
か
に
し
、

後
世
に
伝
え
る
た
め
に
も
重
要
な
資
料
で
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
在
、同
書
は
移
民
と

し
て
日
本
人
が
経
験
し
た
こ
と
の
か
け
が
え
の

な
い
記
録
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

近
年
日
本
で
は
、受
け
入
れ
る
側
と
し
て「
移

民
」が
語
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
か

つ
て
日
本
が
世
界
中
に
受
け
入
れ
先
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
移
民
送
出
国
だ
っ
た
時
代
は

徐
々
に
遠
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、日
本
人
移
民

の
経
験
は
、将
来
の
移
民
受
け
入
れ
国
と
い
う

立
場
か
ら
し
て
も
、貴
重
な
財
産
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
『
在
伯
同
胞
活
動
実
況
大
写
真
帖
』は
、国
会

図
書
館
を
は
じ
め
各
地
の
大
き
な
図
書
館
に
は

所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の

場
合
経
年
劣
化
が
見
ら
れ
、写
真
の
状
態
は
決

し
て
良
好
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
企
画
展
で

は
、竹
下
増
次
郎
ご
子
息
の
ご
協
力
に
よ
り
、作

品
保
護
の
観
点
か
ら
制
限
付
き
で
は
あ
り
ま
す

が
、竹
下
家
で
保
管
さ
れ
て
き
た
プ
リ
ン
ト
を

初
公
開
し
ま
す
。
現
存
す
る
写
真
帖
と
比
べ
、よ

り
鮮
明
な
画
像
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
中
に
、た
く
さ
ん
の
高
知
県
出
身

者
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
同

時
に
そ
れ
ら
の
ガ
ラ
ス
乾
板
、ブ
ラ
ジ
ル
で
撮

影
さ
れ
た
写
真
帖
未
収
録
写
真
、竹
下
写
真
館

　『
在
伯
同
胞
活
動
実
況
大
写
真
帖
』（
一
九
三
八
年
）は
、ブ
ラ
ジ
ル
移
民
で
あ
っ
た
写
真
家
の
竹
下
増
次
郎
が
出
版
し
た
、

戦
前
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
社
会
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
、移
民
の
生
活
を
写
真
で
伝
え
る
貴
重
な
記
録
で
す
。

　
本
企
画
展
で
は
、遺
族
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
プ
リ
ン
ト
・
ガ
ラ
ス
乾
板
等
を
初
公
開
し
、戦
前
の

ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
の
生
活
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、竹
下
増
次
郎
の
足
跡
を
た
ど
り
ま
す
。

『
在
伯
同
胞
活
動
実
況
大
写
真
帖
』

―
竹
下
増
次
郎
、ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
を
写
す

企画展

■
期
間　

２
０
１
６（
平
成
28
）年
４
月
28
日（
木
）～
10
月
２
日（
日
）

■
会
場　

２
階  

特
別
展
示
室

「高知の移民文化発信プロジェクト」
連携企画

ブラジルで活躍する竹下増次郎とその家族
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ロ
ゴ
の
捺
印
機
な
ど
も
展
示
す
る
予
定
で
す
。

　

一
方
で
、私
た
ち
は
、竹
下
増
次
郎
と
い
う
人

物
に
興
味
を
惹
か
れ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
竹
下
の
名
前
を
、戦
後
の
高
知
を
襲
っ
た

南
海
大
地
震
の
被
災
写
真
で
知
る
人
も
多
い
は

ず
で
す
。
一
九
六
一
年
に
は
、『
高
知
県
郷
土
観

光
ア
ル
バ
ム
』を
出
版
す
る
な
ど
、須
崎
を
中
心

に
、高
知
県
を
代
表
す
る
写
真
家
と
し
て
生
涯

活
躍
し
ま
し
た
。

　

大
正
時
代
に
建
築
さ
れ
、後
に
は
近
代
化
遺

産
と
し
て
も
評
価
さ
れ
た
洋
館「
竹
下
写
真
館
」

（
須
崎
市
／
二
〇
〇
四
年
焼
失
）の
オ
ー
ナ
ー
で

あ
っ
た
彼
は
、な
ぜ
一
家
を
あ
げ
て
ブ
ラ
ジ
ル

に
渡
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ

ジ
ル
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
送
り
、『
在
伯
同
胞

活
動
実
況
大
写
真
帖
』は
ど
の
よ
う
に
着
想
さ

れ
、制
作
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

竹
下
の
個
人
史
、人
物
像
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
竹

下
増
次
郎
と
い
う
人
物
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と

も
今
回
の
展
示
が
目
指
す
と
こ
ろ
で
す
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

地
域
文
化
資
源
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

中
村  

茂
生

小嶋利榮氏の農園と家族／吾川郡仁西村出身

ブラジルで有名な
ヒゲーラの大木を

伐採

　

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
は
、

二
〇
一
六（
平
成
二
八
）年
三
月
末
で
二
六
年

間
活
動
を
続
け
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

設
置
目
的
に
は「
自
由
民
権
の
資
料
を
中
心

に
土
佐
の
近
代
に
関
す
る
資
料
を
広
く
収

集
・
保
管
・
展
示
し
て
確
実
に
次
の
世
代
に

引
き
継
い
で
い
く
た
め
」と
あ
る
よ
う
に
、資

料
収
集
保
存
機
関
＝
博
物
館
と
し
て
の
役
割

を
重
視
し
て
い
ま
す
。

　

実
際
の
活
動
も
、自
由
民
権
運
動
に
関
す

る
資
料
は
高
知
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
ず
、

全
国
的
視
野
で
収
集
す
る
と
と
も
に
、土
佐

の
近
代
史
に
関
す
る
資
料
を
幅
広
く
収
集

し
、さ
ら
に
資
料
集
・
研
究
書
等
の
充
実
に

も
努
め
、自
由
民
権
運
動
や
土
佐
近
代
史
の

調
査
研
究
活
動
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
収
集
し
た
資
料
は
、自
由
民
権

記
念
館
収
集
資
料
と
一
般
資
料
に
大
別
し
、

前
者
は
史
料（
歴
史
的
に
価
値
が
あ
る
と
見

な
さ
れ
る
資
料
全
般
）、家
資
料（
あ
る
特
定

の
家
に
伝
来
し
た
資
料
群
）、特

設
文
庫（
あ
る
特
定
の
個
人
又

は
団
体
の
収
集
資
料
群
）、特
定

事
項
関
係
資
料（
あ
る
特
定
の
人

物
・
事
件
・
地
区
等
に
関
連
す

る
資
料
群
）、貴
重
図
書（
前
記
以

外
で
一
九
四
五（
昭
和
二
〇
）年

以
前
に
発
行
さ
れ
た
図
書
及
び

一
九
四
六
年
以
後
に
お
い
て
も
特
に
貴
重
と

見
な
さ
れ
る
図
書
）に
分
類
し
て
い
ま
す
。

　
「
史
料
」と
は
、一
点
あ
る
い
は
数
点
の
数

の
少
な
い
も
の
を
指
し
ま
す
。「
家
資
料
・

特
設
文
庫
」は
、ま
と
ま
っ
た
資
料
群
と
し
て

伝
来
あ
る
い
は
収
集
さ
れ
た
も
の
で
、特
定

事
項
関
係
資
料
は
当
館
で
関
連
付
け
た
資
料

群
で
す
。
こ
れ
ら
は
、整
理
中
の
も
の
も
含

め
三
一
群
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、規
模
の
大

き
い
も
の
に
つ
い
て
は
六
冊
の
資
料
目
録
が

発
刊
さ
れ
、そ
の
他
は「
高
知
市
立
自
由
民
権

記
念
館
紀
要
」に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。（
別

表
）

　

二
〇
一
五（
平
成
二
七
）年
三
月
末
で
こ
れ

ら
の
資
料
が
、未
整
理
資
料
を
除
き
四
一
，

二
九
九
点
に
な
り
ま
す
。

　

後
者
は
、図
書（
入
門
書
・
専
門
書
・
資
料

集
・
新
聞
復
刻
版
等
）、雑
誌
、マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
が
三
〇
，四
六
一
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
、ご
く
一
部
が
常
設
展

示
さ
れ
、大
半
は
収
蔵
庫
で
保
管
し
、公
開
は

主
に
企
画
展
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

調
査
研
究
の
た
め
に
は
、閲

覧
で
き
る
こ
と
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
一
般
資
料
は
、一
階

の「
郷
土
情
報
室
」と
二
階
の

「
図
書
室
」で
対
応
し
て
い
ま

す
。
郷
土
情
報
室
で
は
、高
知

県
関
係
の
出
版
物
、歴
史
入
門

書
、市
町
村

史
等
を
開
架

で
閲
覧
で
き

ま
す
。
図
書

室
で
は
、一

部
の
専
門
書

な
ど
を
開
架

し
、閉
架
図

書
と
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル

ム
を
請
求

に
よ
っ
て
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
自
由
民
権
記
念
館
収
集
資
料
に
つ
い
て

も
、担
当
者
が
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
両

ス
ペ
ー
ス
と
も
無
料
で
自
由
に
利
用
が
で
き

ま
す
。

　

収
蔵
資
料
や
図
書
は
、デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

さ
れ
て
お
り
、館
内
の
端
末
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
、当
館
は
調
査
研
究
の
下
支

え
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の

で
、活
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

図書室では明治前期の
地元新聞を開架しています。

【既刊資料目録】
『細川家資料目録』（1996年）
『外崎光広文庫目録』（2005年）
『松永文庫目録』（2005年）
『竹村家資料目録』（2006年）
『高知県社会運動関係者目録』（2006年）
　―岡崎精郎・和郎関係資料／
　　小松頼正関係資料／氏原一郎関係資料―

『山本憲関係資料目録』（2011年）

【紀要掲載資料目録】
№１ 「憲政記念館文庫目録（旧高知市憲政記念   

館蔵書目録）」（1991年）
№４ 「檜垣家資料目録」「濱口雄幸関係資料」
 （1995年）
№10 「弘瀬家資料目録」（2002年）
№13 「片岡家資料目録」（2005年）
№16 「飯田家資料目録」（2008年）
№17 「堀見熈助関係資料」（2009年）
№20 「森下高茂関係資料」
 「山崎百次郎関係資料」（2012年）
№21 「小山家所蔵板垣退助関係資料」（2013年）

自
由
民
権
記
念
館

の
収
集
資
料

高
知
市
教
育
委
員
会
参
事
　
筒
井
秀
一

郷土情報室には高知の情報が満載です。

別 表
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25
周
年
イ
ベ
ン
ト（
秋
・
冬
）報
告

◆
平
成
27
年
８
月
22
日（
土
）～
10
月
４
日（
日
）

◆
自
由
ギ
ャ
ラ
リ
ー

主
催 

㈱
土
佐
電
ビ
ル
サ
ー
ビ
ス

 

自
由
民
権
記
念
館
　

共
催 

と
さ
で
ん
交
通
㈱

 

高
知
の
電
車
と
ま
ち
を
愛
す
る
会

　

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
25
周
年
記
念

事
業
と
し
て
開
催
し
ま
し
た
。

　

平
成
27
年
は
高
知
で
路
面
電
車
が
走
り
始

め
て
1
1
1
周
年
と
な
る
年
で
し
た
。
明
治
期

か
ら
の
路
面
電
車
や
昭
和
49
年
に
廃
止
さ
れ

た
安
芸
線
の
写
真
だ
け
で
な
く
、記
念
乗
車
券

や
昭
和
初
期
の
沿
線
マ
ッ
プ
な
ど
の
資
料
、電

車
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
行
先
板
や
方
向

幕
な
ど
の
電
車
関
連
グ
ッ
ズ
を
展
示
し
ま
し

た
が
、会
期
中
に
市
民
の
方
々
か
ら
も
写
真
や

乗
車
券
な
ど
の
ご
提
供
が
あ
り
、並
べ
て
展
示

し
ま
し
た
。
ま
た
、鉄
道
研
究
家
・
湯
口
徹
氏

か
ら
も
戦
前
の
写
真
2
点
の
ご
協
力
が
あ
り
、

期
間
後
半
に
展
示
し
ま
し
た
。

　

会
期
中
、展
覧
会
場
へ
は
遠
方
か
ら
の
鉄
道

フ
ァ
ン
も
含
め
2
，3
4
9
名
の
方
々
の
来
場

が
あ
り
ま
し
た
。
中
に
は
、
1
1
0
年
余
り

に
わ
た
る
町
並
み
の
変
化
が
写
り
込
ん
だ
写

真
に
、い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
重
ね
て
見
ら
れ
た

方
々
も
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

９
月
19
日（
土
）に
は
、高
知
近
代
史
研
究
会

第
82
回
研
究
会
を
兼
ね
、高
知
の
電
車
と
ま
ち

を
愛
す
る
会
副
会
長
・
山
本
淳
一
氏
に
よ
る
記

念
講
演
会「
土
佐
電
鉄
の
今
昔
」が
開
催
さ
れ
、

1
2
2
名
が
来
場
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
演
で
は
、山
本
氏
が
土
佐
電
鉄
に
入
社
し

た
昭
和
20
年
代
の
話
に
始
ま
り
、写
真
を
見
な

回 

数

開
催
日

テ
ー
マ

第
１
回
10
／
７（
水
）
植
木
枝
盛

～
民
権
思
想
と
憲
法
案
～

第
２
回
10
／
14（
水
）
坂
崎
紫
瀾

～
民
権
思
想
の
大
衆
化
～

第
３
回
10
／
21（
水
）
馬
場
辰
猪

～
学
者
職
分
論
～

第
４
回
10
／
28（
水
）
中
江
兆
民

～『
三
酔
人
経
綸
問
答
』を
読
む
～

第
５
回
11
／
11（
水
）
坂
本
直
寛

～
国
家
本
質
論
～

※
時
間
は
い
ず
れ
も
18
時
30
分
か
ら
20
時

「
路
面
電
車
が
走
る
街
・
高
知 

写
真
パ
ネ
ル
展
」

自
由
民
権
講
座

ホ
ン
モ
ノ
の
夜
学
会

が
ら
路
面
電
車
各
種
車
両
の
解
説
、ま
た
安
芸

線
の
映
像
を
流
し
な
が
ら
今
は
無
き
鉄
道
線

の
思
い
出
や
車
両
の
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
展
示
と
講
演
会
を
通
し
て
、高
知
の

方
々
の
地
元
の
電
車
へ
の
関
心
の
高
さ
を
感

じ
ま
し
た
。
ご
来
場
の
皆
様
、あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

（
田
村
倫み
ち

子こ  

高
知
の
電
車
と
ま
ち
を
愛
す
る
会
）

方向幕も展示しました。

　

昨
年
度
開
催
し
、ご
好
評
い
た
だ
い
た
自
由

民
権
講
座
を
、本
年
度
も
研
修
室
で
開
催
い
た

し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、土
佐
の
代
表
的
な
民
権
家
の
政
治

思
想
を
テ
ー
マ
に
、全
５
回
シ
リ
ー
ズ
を
設
定

し
た
と
こ
ろ
、前
回
を
越
え
る
お
申
し
込
み
を

頂
き
、の
べ
人
数
で
２
７
０
名
に
参
加
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

事
前
に
沢
山
の
お
問
合
せ
を
い
た
だ
き
、毎

回
当
日
の
飛
び
入
り
で
の
ご
参
加
も
あ
り
、自

由
民
権
運
動
に
対
す
る
高
知
の
方
々
の
関
心

の
高
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

ま
た
毎
回
受
講
後
に
、活
発
な
質
疑
応
答
も

行
わ
れ
、内
容
あ
る
充
実
し
た
講
座
で
し
た
。
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◆
平
成
27
年
10
月
17
日（
土
）～
11
月
23
日（
月
・
祝
）

◆
自
由
ギ
ャ
ラ
リ
ー

◆
来
場
者
：
２
，５
６
３
名

◆
平
成
27
年
11
月
28
日（
土
） 

13
時
～
17
時

◆
民
権
ホ
ー
ル　

◆
来
場
者
：
80
名

◆
平
成
28
年
１
月
23
日（
土
）

　

 

①
13
時
30
分
～
15
時　

②
15
時
30
分
～
17
時

◆
民
権
ホ
ー
ル　

◆
来
場
者
：
１
４
５
名

　

25
周
年
記
念
展
示「
人
物
と
風
景
で
た
ど
る

土
佐
の
面
影
」を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、明
治
前
半
期「
自
由
民
権
運
動

の
メ
ッ
カ
」で
あ
っ
た
高
知
に
お
い
て
、自
由

民
権
期
以
降
ど
の
よ
う
な
風
景
が
あ
っ
て
、ま

た
、ど
の
よ
う
な
人
々
が
居
合
わ
せ
た
の
か
、

こ
れ
ら
の
移
り
変
わ
り
を
、な
つ
か
し
い
写
真

や
お
も
し
ろ
い
写
真
を
中
心
に
、貴
重
で
珍
し

い
資
料
を
織
り
交
ぜ
て
ご
紹
介
し
た
も
の
で

す
。
以
下
、展
示
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、過
去
に
高
知
市
民
図
書
館
が
作
成

し
た
写
真
パ
ネ
ル
を
明
治
か
ら
昭
和
へ
と
時

系
列
に
並
べ
、時
代
を
追
っ
て
高
知
市
の
移
り

変
わ
り
を
見
て
取
れ
る
よ
う
構
成
し
ま
し
た
。

　
「
明
治
激
動
の
時
代
を
生
き
た
人
々
」で
は

板
垣
退
助
が
片
岡
健
吉
や
林
有
造
ら
と
写
っ

て
い
る
も
の
や
、立
志
学
舎
の
生
徒
達
が
写
っ

て
い
る
写
真
等
を
、「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

雰
囲
気
の
中
で
」で
は
大
町
桂
月
や
田
中
貢
太

郎
ら
の
集
合
写
真
や
大
正
期
の
路
面
電
車
の

写
真
等
、「
昭
和
成
長
す
る
高
知
市
」で
は
、戦

後
か
ら
徐
々
に
現
在
の
高
知
市
へ
と
変
わ
っ

て
い
く
風
景
写
真
等
を
展
示
し
ま
し
た
が
、あ

ま
り
の
数
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
内
で
は
収
ま
り
き

ら
ず
、一
部
ア
ト
リ
ウ
ム
へ
と
広
げ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
加
え
、高
知
県
出
身
の
郷
土
史
家
を

紹
介
す
る「
平
尾
道
雄
と
中
島
及
」コ
ー
ナ
ー

や
、同
じ
場
所
で
の
移
り
変
わ
り
を
見
比
べ
る

「
昔
さ
ら
に
昔
」コ
ー
ナ
ー
を
設
置
。
他
に
も
、

高
知
市
を
紹
介
し
た
古
い
絵
葉
書
や
高
知
で

撮
影
さ
れ
た
映
画
の
ロ
ケ
写
真
、さ
ら
に
は
高

知
市
街
図
や
旅
館
案
内
と
い
っ
た
古
い
地
図

類
か
ら
、木
製
の
店
舗
看
板
類
、市
内
に
あ
っ

た
お
店
の
マ
ッ
チ
類
や
閉
店
広
告
ま
で
、個
人

所
蔵
の
貴
重
で
珍
し
い
資
料
を
お
借
り
し
、展

示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

会
期
中
に
ご
来
場
い
た
だ
い
た
方
々
に
は
、

懐
か
し
さ
と
と
も
に
楽
し
み
な
が
ら
高
知
の

歴
史
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま

す
。

基調講演

個別報告

▶井上勝生氏（北海道大学名誉教授）
「埋もれた日清戦争、抗日東学農民戦争と日本のせん滅

作戦  －四国と朝鮮、歴史の記憶と史実－」

▶小幡　尚氏（高知海南史学会/高知大学）
「日清戦争と高知  －戦没者の問題を中心に－」
▶川島佳弘氏（伊予史談会/坂の上の雲ミュージアム）

「日露戦争期における愛媛県の学校林」
▶高田美穂氏（徳島地方史研究会）

「板東俘虜収容所の経済構造とドイツ社会との関係に関する一考察」
▶和田　仁氏（香川歴史学会）

「航空隊の基地・詫間と港町・坂出  －太平洋戦争と香川の町や村－」
▶質疑応答

「
人
物
と
風
景
で
た
ど
る
土
佐
の
面
影
」

高
知
近
代
史
研
究
会
第
83
回
研
究
会

四
国
地
域
史
研
究
連
絡
協
議
会 

　

第
８
回 

高
知
大
会

テ
ー
マ 「
四
国
と
戦
争
」

自
由
民
権
記
念
館
友
の
会
設
立
25
周
年

高
知
近
代
史
研
究
会
第
84
回
研
究
会

映
画
上
映
会

 「
１
０
０
年
の
谺こ

だ
ま

　

  

大
逆
事
件
は
生
き
て
い
る
」

　

本
大
会
で
は
、２
０
１
５（
平
成
27
）年
が
ア
ジ

ア
・
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
か
ら
70
年
目
に
当
た

る
こ
と
か
ら
、そ
の
節
目
の
年
を
機
に
、四
国
と

い
う
地
域
社
会
と
近
代
日
本
に
お
け
る
戦
争
と

の
関
係
を
改
め
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

井
上
勝
生
氏
か
ら
は
、近
代
日
本
初
の
対
外
戦

争
に「
四
国
」が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
講
演
を
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、四
国

四
県
の
研
究
者
か
ら
は
、四
国
と
戦
争
の
関
わ
り

の
諸
相
に
つ
い
て

歴
史
的
な
検
討
を

し
た
結
果
を
個
別

に
報
告
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

１
９
１
１（
明
治
44
）年
、幸
徳
秋
水
ら
12
名

が
死
刑
、他
12
名
が
無
期
懲
役
と
さ
れ
た
大
逆

事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
、そ
の

後
の
研
究
で
明
治
政
府
に
よ
る
思
想
弾
圧
事

件
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
に
つ
れ
、２
０
０
０

（
平
成
12
）年
に
当
時
の
中
村
市
議
会
が「
幸
徳

秋
水
を
顕
彰
す
る
決
議
」を
採
択
す
る
な
ど
、

各
地
で
犠
牲
者
の
名
誉
回
復
や
顕
彰
を
す
る

活
動
が
生
ま
れ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
映
画
は
、事
件
か
ら
１
０
０
年
を
超
え

た
今
、大
逆
事
件
の
犠
牲
者
た
ち
が
何
を
考

え
、何
を
し
よ
う
と
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
、

各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
真
相
解
明
や
名
誉
回

復
に
関
す
る
様
々
な
動
き
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
、事
件
に
対
す
る
日
本
の
文
学
者
達
の
数

少
な
い
反
響
と
当
時
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
っ
た

ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
と
の
対
比
を
絡
め
て
見
て

い
く
こ
と
で
、こ
の
事
件
の
意
味
を
改
め
て
問

い
直
そ
う

と
す
る
も

の
で
し
た
。

講演する
井上勝生氏
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第16回社会科自由研究作品展　特別賞41作品

賞 分野 学  校 学年 氏  名 作品名

記
念
館
特
別
賞

環境 大津小学校 1 元吉　彩乃 こうちのもりからのおくりもの

地理･
文化 高須小学校 1 西内　大翔 ハワイとにほんのちがい

地域･
福祉

高知大学教育
学部附属小学校 3 野田　　要 ぼくの町のマンホールや

ひょうしき

体験 大津小学校 4 元吉　優太 平成の伊能忠敬
歩測で地図作りに挑戦！

産業･
交通

横浜新町
小学校 4 宗光　飛羽 清水サバVS宗田ガツオ

人物 大津小学校 5 戸梶　未彩 植木枝盛

総合 泉野小学校 6 水江　亮太
7月4日をわすれない
～平和を守るために、ぼくが
できること～

歴史 西部中学校 2 岡村真理子 戦後70年におもふ
～戦時中に”愛称”？～

板
垣
退
助
賞

歴史

一ツ橋小学校 3 山村　真慧 ひばあちゃんの家の道具

大津小学校 4 長島　晴真 お菓子が教えてくれた高知の歴史

高須小学校 6 目良　秀真 浦戸城の跡を調べる

横浜小学校 6 本山　視久 戦争の記憶

夢
・
人
・
自
由
賞

人物

朝倉第二小学校 4 谷脇　璃美 坂本龍馬

高知大学教育
学部附属小学校 4 水谷　恭輔 織田信長を探る

昭和小学校 6 溝渕　らら 土佐の戦国大名
～長宗我部元親～

潮江東小学校 6 山田　千爽 四国の覇者 長宗我部元親
自
由
の
ふ
る
さ
と
賞

環境

第六小学校 3 藤塚　正浩 みんなが使うエネルギー

潮江南小学校 4 大勝　楓香 清掃施設

高知大学教育
学部附属小学校 4 岩田　悠志 高知市の下水道

～ぼくにできること～

横浜小学校 6 尾﨑　　果 気温上昇と環境問題

賞 分野 学  校 学年 氏  名 作品名

立
志
社
賞

産業･
交通

小高坂小学校 3 德平　隆佑 高知家のキッチン

秦小学校 4 森　　泉澄 東京と高知の電車のひかく

横浜新町小学校 5 池　　愛莉 須崎の漁業

横浜新町小学校 5 細川　悠登 世界のお米

ジ
ョ
ン
万
次
郎
賞

体験

高須小学校 2 福田　紗也 ゴリをつかまえるコツと
そこで出あった生きもの

三里小学校 2 山﨑　陽生 はるきの旅日記（2015年夏休み）

横浜小学校 5 藤本　そら ダンスで元気を届けます

横浜新町小学校 6 河添　透和 あこがれの保育士のお仕事
体験レポート

植
木
枝
盛
賞

地理･
文化

行川小学校 3 宇川　拓杜 四国４けんなんでもちょうさ

第六小学校 3 岡﨑　文香 世界遺産 琉球王国のグスク
及び関連遺産群

秦小学校 5 増井　萌乃 愛媛県と高知県の違い調べ

初月小学校 6 三好　春菜 高知のよさこいみてみいや！
自
由
の
と
も
し
び
賞

地域･
福祉

高須小学校 2 西森　柚音 いろいろなかお

高知大学教育
学部附属小学校 2 三宮　千宙 がんばれ中ノはし

しょうてんがい

潮江南小学校 5 宮田　陽佳 高知県の図書館調べ

介良小学校 6 前野　希和 わたしたちの生活と税

よ
さ
こ
い
民
権
賞

総合

はりまや橋
小学校 1 井上　哲周 ダムについて

昭和小学校 3 横山　大明 五台山ミニ88か所の旅

高須小学校 5 川下　陽菜 選挙？

高知大学教育
学部附属小学校 6 島田　幸明 新聞のコラムの名前

昭和小学校 6 森岡　拓斗 戦後７０年僕が見た戦争の遺跡

　

こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
10
周
年
を

記
念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
16
回
目
と
な

り
ま
す
。
今
回
も「
歴
史
」「
環
境
」「
地
理
・

文
化
」な
ど
全
８
分
野
に
数
々
の
力
作
が

出
品
さ
れ
ま
し
た
。

　

小
学
校
36
校
、中
学
校
２
校
か
ら
合
計

２
７
９
点
の
応
募
が
あ
り
、そ
の
中
か
ら

41
点
を
特
別
賞
に
選
定
し
、２
月
６
日

（
土
）に
は
表
彰
式
を
開
催
し
ま
し
た
。

表彰式のアトラクションはマジシャン
「まことら」さんの手品で大いに盛り
上がりました。

第16回

社
会
科
自
由
研
究

作
品
展
報
告

社
会
科
自
由
研
究

作
品
展
報
告

社
会
科
自
由
研
究

作
品
展
報
告

社
会
科
自
由
研
究

作
品
展
報
告

●
前
期　

平
成
28
年
１
月
23
日（
土
）
～
２
月
７
日（
日
）

　

後
期　

２
月
９
日（
火
）
～
２
月
25
日（
木
）

●
共
催　

高
知
市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会

　

ま
た
、会
場
で
は
開
館
25
周
年
記
念

グ
ッ
ズ
が
当
た
る
ク
イ
ズ
を
行
い
ま
し

た
。
自
由
民
権
運
動
で
活
躍
し
た
人
物

の
イ
ラ
ス
ト
が
ク
イ
ズ
を
出
す
と
い
う

趣
向
で
、皆
さ
ん
に
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
、１
３
３
名
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

　

全
問
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で
30

名
に
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
と
バ
ッ
ク
を
、

１
０
１
名
に
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
プ
レ

ゼ
ン
ト
し
ま
し
た
。

　

期
間
中
１
，３
９
６
名
の
皆
さ
ん
に
ご

覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

会場入り口の様子。門と万国旗が出迎えています。
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図
書
紹
介

一
八
八
二
年（
明
治
一
五
）六
月
二
日

「
今
日
板
垣
ヱ
往
ク　

傷
ヲ
負
タ
ル
故
ニ
同　
　
　

人
モ
余
程
ヤ
セ
タ
ル
有
様
ナ
リ　

大
石
片
岡

植
木
ニ
モ
同
氏
ノ
旅
宿
ニ
在
リ
」

六
月
四
日

「
今
日
中
江
ガ
新
聞
ニ
助
力
ス
ル
ヲ
約
ス
」

八
月
二
五
日

「
今
日
五

（
マ
マ
）

藤
象
二
郎
宅
ニ
至
ル　

板
垣
洋
行

ノ
コ
ト
ヲ
聞
キ　

大
石
君
ト
余
ハ
大
ニ
異
論

ヲ
唱
ヘ
タ
リ
」

八
月
二
九
日

「
板
垣
ニ
逢
テ
洋
行
ノ
不
可
ナ
ル
ヲ
忠
告
ス

島
本
仲
道
中
江
篤
介
ハ
臨
席
ナ
リ
」

●　

●　

●

　

新
発
見
さ
れ
た「
馬
場
辰
猪
日
記
」（
一
八
八
二

年
、一
八
八
四
年
、一
八
八
五
年
）の
記
述
の
一

川
崎
　
勝　
（
元
南
山
大
学
教
授
）

◆
新
発
見
！ 

「
馬
場
辰
猪
日
記
」
―
―

  

『
馬
場
辰
猪 

日
記
と
遺
稿
』刊
行
に
寄
せ
て

　
二
〇
一
五
年
一
〇
月
三
〇
日
、慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
か
ら『
馬
場
辰
猪 

日
記
と
遺
稿
』（
杉

山
伸
也
　
川
崎
勝
編
）が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
本
書
は『
馬
場
辰
猪
全
集
』（
全
四
巻
・
岩
波
書
店
・

一
九
八
八
～
八
九
年
）刊
行
後
に
発
見
さ
れ
た
史
料
と
最
新
の
評
伝
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
刊
行
を
記
念
し
て
、川
崎
氏
に
寄
稿
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

部
で
あ
る
。
馬
場
辰
猪
は
、一
八
八
一
年
一
〇

月
、議
長
代
理
と
し
て
自
由
党
を
結
成
に
導
い

た
。
そ
の
後
病
魔
に
取
り
憑
か
れ
て
、横
浜
十

全
病
院
、東
京
大
学
附
属
病
院
に
入
院
、翌
年
五

月
三
〇
日
に
退
院
し
、「
万
事
新
シ
ク
見
ユ
ル
ナ

リ
」と
新
た
な
心
境
の
も
と
に
、自
由
党
の
活
動

に
邁
進
し
て
い
っ
た
。
退
院
の
直
後
、岐
阜
で

遭
難
し
た
板
垣
退
助
が
上
京
、面
会
し
た
。
馬

場
の
活
動
の
手
始
め
は『
自
由
新
聞
』の
発
刊
で

あ
っ
た
。『
自
由
新
聞
』は
、自
由
党
総
理
の
板

垣
が
社
長
と
な
り
、中
江
兆
民
ら
を
招
聘
し
て
、

六
月
二
五
日
に
創
刊
さ
れ
た
。
馬
場
は
、兆
民

の
協
力
を
得
て
、七
月
一
日
か
ら「
本
論
」連
載

を
開
始
し
た
。
前
途
洋
々
た
る
自
由
党
の
抱
負

が
見
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、八
月
下
旬
に
、板
垣
の
洋
行
が
表
沙

汰
に
な
り
、い
わ
ゆ
る「
自
由
党
の
内
訌
」が
は

じ
ま
っ
た
。
馬
場
は
、船
出
し
た
ば
か
り
の
船

の
船
頭
が
不
在
と
な
れ
ば
、党
の
弱
体
化
に
繋

が
る
と
し
、さ
ら
に
洋
行
費
用
に
疑
惑
も
あ
り
、

徹
底
し
て
反
対
を
唱
え
た
。

　

馬
場
ら
は『
自
由
新
聞
』を
追
わ
れ
、党
役
員

も
辞
任
し
、板
垣
は
洋
行
す
る
。
そ
の
後
の
こ

と
は
、周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
「
馬
場
辰
猪
日
記
」の
記
述
は
、ま
さ
に
初
期

自
由
党
の
、船
出
と
最
初
の
危
機
の
、当
事
者
に

よ
る
初
め
て
の
証
言
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、馬
場
の
ア
メ
リ
カ
行
き
の
経
緯
も

分
か
っ
た
。
出
発
が
、爆
発
物
取
締
罰
則
違
反

の
嫌
疑
で
の
勾
引
が
解
か
れ
た
直
後
で
あ
っ
た

た
め
、「
亡
命
」と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、そ

の
一
年
以
上
前
に
ア
メ
リ
カ
行
き
を
決
め
て
い

た
の
で
あ
る
。「
日
本
最
初
の
亡
命
者
」は
、悲

劇
的
人
物
像
に
は
ぴ
っ
た
り
で
は
あ
る
が
、し

か
し
、そ
う
で
は
な
く
と
も
、馬
場
の
魅
力
を
損

な
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、ア
メ
リ
カ
の

地
か
ら
、「
頼
む
所
は
天
下
の
輿
論
、目
指
す
讐

き
は
暴
虐
政
府
」と
孤
高
の
闘
い
を
挑
も
う
と

し
た
こ
と
に
こ
そ
、馬
場
の
魅
力
が
あ
る
。

　

新
発
見
の「
馬
場
辰
猪
日
記
」は
、馬
場
の
最

期
を
看
取
っ
た
岩
崎
久
弥
の
遺
品（
三
菱
史
料

館
蔵
）の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、戊
辰
戦
争

の
頃
を
題
材
に
し
た
物
語「
悔
悟（K

’w
aigo

）」

も
見
つ
か
り
、「
日
記
」の
記
述
か
ら
、一
八
八
五

年
一
二
月
の『
朝
野
新
聞
』の
無
署
名
論
説「
史

論
」が
馬
場
の
論
考
で
あ
る
こ
と
も
確
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
今
ま
で
知
る
こ
と
の

で
き
な
か
っ
た
馬
場
の
一
面
で
あ
り
、多
く
の

土
佐
の
人
々
を
は
じ
め
、人
的
交
流
も
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、先
き
に
見
つ
か
っ
て
い

た
、保
安
条
例
を
批
判
し
た
投
書「
日
本
の
内
閣

（T
he Japanese Cabinet

）」も
収
録
し
た
。
こ

れ
に
は
、「
特
別
の
友
人
」と
し
て
久
米
弘
行
と

片
岡
健
吉
の
名
も
見
え
る
。

　
「
日
記
」の
翻
刻
に
当
た
っ
て
、可
能
な
限
り

人
物
を
特
定
す
る
こ
と
に
勉
め
、多
く
の
事
項

と
と
も
に
詳
細
な
註
を
付
け
、新
出
史
料
に
は
、

詳
し
く
解
題
し
た
。

　

さ
ら
に
、杉
山
伸
也
氏
が
新
た
な
馬
場
像
を

「
馬
場
辰
猪
伝
」と
し
て
書
き
下
ろ
し
て
い
る
。

ま
た
、『
馬
場
辰
猪
全
集
』以
降
の
研
究
成
果
を

踏
ま
え
て
、「
年
譜
」も
全
面
的
に
改
定
し
た
。

　

本
書
は
、馬
場
の
思
想
と
行
動
を
、自
由
民
権

運
動
、日
本
近
代
史
に
、あ
ら
た
め
て
位
置
づ
け

る
記
念
碑
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

1882年5月22日〜6月4日
（三菱経済研究所付属三菱史料館所蔵）

土

名
人
佐
土

名
人
佐

「
日
記
」に
登
場
す
る
土
佐
人（
五
十
音
順
）

馬
場
の
土
佐
人
脈
の
一
端
が
分
か
り
ま
す
。

伊
賀
陽
太
郎
　
板
垣
退
助
　
岩
崎
久
弥
　
岩
崎

弥
太
郎
　
植
木
枝
盛
　
衣
斐
鉸
太
郎
　
大
石
正

巳
　
大
高
坂
秀
之
　
奥
宮
健
之
　
小
島
竜
太
郎
　

小
野
梓
　
垣
内
正
輔
　
片
岡
健
吉
　
久
米
弘
行
　

後
藤
象
二
郎
　
島
本
仲
道
　
杉
本
清
寿
　
竹
内

綱
　
谷
重
喜
　
谷
干
城
　
豊
川
良
平
　
中
江
篤

介
　
野
崎
権
治
郎
　
野
崎
左
文
　
古
沢
滋
　
森

春
吉
　
山
田
平
左
衛
門

TOSA
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　本 年4月23日（ 土 ）から6月19日（日）まで、東
京・紀 尾 井町 で開 催される『Volez、Voguez、
Voyages ー Louis Vuitton（空へ、海へ、彼方へ 
ー旅するルイ・ヴィトン）』展に、板垣退助が洋行中
にパリで購入したトランクを出展します。
　このトランクは板垣のご子孫である小山家が、ア
ジア・太平洋戦争中も大切に守ってきたもので、わ
が国に残存している最も古いルイ・ヴィトン社製の
トランクの一つです。2011（平成23）年７月、当館

に寄託されました。
　板垣退助は1882（明治15）年11月1日から翌年
6月22日まで欧州を外遊し、パリには12月27日に
到着しています。ルイ・ヴィトン社には創業当時か
らの顧客台帳が大切に保管されており、板垣が購入
した記録も残っています。
　今回のトランクの展示は、日本とフランスの歴史
的な結びつきを示す、大変注目を浴びるものになる
と思われます。

　当館は、平成22年４月より施設管理業務に指定管理者制度を
導入しています。平成28年３月に第２期の指定期間が終了するこ
とから、昨年、次期指定管理者を募集。審査の結果、４月１日より
新たに、イヨテツケーターサービス㈱が指定管理者となります。
　指定管理者は施設・設備の使用許可や維持管理に関する業務
のほか、自主企画としての企画展やイベントの実施など、自由民権
記念館を盛り立てていくパートナーとなりますので、引き続き、よろ
しくお願いいたします。
　なお、学芸企画業務はこれまで同様に高知市が直営で行ってま
いります。

　　　　　　 イヨテツケーターサービス株式会社

　この度、高知市立自由民権記念館第３期の指定管理者に選定
いただきました。弊社は「人の未来に尽くす企業」を目指しており、
指定管理者としては愛媛県内の８施設（歴史・文化施設や児童館）
を運営いたしております。また、第１期の運営経験を基に、「資料・
学芸員と来館者をつなぐ役割を担う」ことを目的とし、近代日本史
を語るには欠かすことのできない我が国初の民主主義運動の象
徴たる本施設へ、より多くの方々が足を運んでいただけるような施
設運営に努めてまいりますので、皆様方のますますのご支援を賜
りますようお願い申し上げます。

平成28年４月１日から指定管理者が変わります。

 ４月28日（木）～10月2日（日） 

■ 企画展「『在伯同胞活動実況大写真帖』
－竹下増次郎、ブラジル日本移民を写す」

県内外連携企画「高知の移民文化発信プロジェクト－海を渡った
高知スピリット－」の一環として開催します。
会場：２階特別展示室　　※常設展観覧券が必要です。

 ４月29日（金・祝） 15：10～17：00  

■ 自由民権記念館友の会総会・記念講演会
「自由な土佐の言論人・民権運動を各地で指導」（仮）
氏原和彦氏（高知市環境政策課長・元当館学芸係長）
会場：研修室　　※友の会総会 13：30〜

  ７月16日（土） 15：10～17：00  

■ 企画展「『在伯同胞活動実況大写真帖』
－竹下増次郎、ブラジル日本移民を写す」 記念講演

　 高知近代史研究会第87回研究会
「『在伯同胞活動実況大写真帖』が伝えるもの

－ブラジル日本移民の精神誌」
中村茂生氏（NPO法人地域文化資源ネットワーク）
会場：研修室

 ７月22日（金） 9：30～12：00  

■ 夏休みこども歴史教室
小中学生が、自由民権運動に関するクイズラリーに挑戦。
会場：館内　　※学校からの申込が必要です。

日時：4月9日（土） 15：00～17：00
会場：民権ホール

「近代日本政党史上における
板垣退助」

講師：真辺美佐氏
（宮内庁書陵部主任研究官・高知県出身）

　ここ数年、「支持する政党がない」と答える無党派
層が増え続け、「政党」そのものの存在意義が問われ
る時代となっています。「政党」を日本で初めて創
り、根付かせたのは、他ならぬ板垣退助です。なぜ
板垣は日本の政治に「政党」が必要だと考え、どのよ
うな「政党」をつくり、党首としてどのような指導を
したのでしょうか。また、それは時代とともに変化
したのでしょうか。今回の講演では、板垣の政党論
と政党指導を追い、「政党」の原点を探ります。

主催：NPO法人 板垣会・
　　  自由民権記念館・高知近代史研究会

板垣退助岐阜遭難134年記念講演会
高知近代史研究会第86回研究会

講演案内

ごあいさつ


