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新
館
長
ご
あ
い
さ
つ

　

本
年
四
月
一
日
、第
六
代
館
長
に
就
任
い
た

し
ま
し
た
。
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
は

一
九
九
〇
年
四
月
一
日
の
開
館
で
す
か
ら
、満

二
六
年
の
日
に
な
り
ま
す
。

　

あ
ら
た
め
て
設
置
目
的
を
見
て
み
る
と「
高
知

市
制
一
〇
〇
周
年
の
記
念
施
設
と
し
て
、自
由
民

権
運
動
及
び
土
佐
の
近
代
に
関
す
る
資
料
を
広

く
収
集
し
、保
管
し
、展
示
し
て
市
民
の
利
用
に
供

し
、も
っ
て
教
育
、学
術
及
び
文
化
の
発
展
に
資
す

る
」と
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
当
館
は
、ま
ず
資
料
保
存
利
用
機

関
と
し
て
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
こ
れ
か
ら
は
、代
替
わ
り

や
引
越
し
、風
水
害
だ
け
で
な
く
、い
ず
れ
襲
来
す

る
と
言
わ
れ
て
い
る
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
や
大

津
波
か
ら
、い
か
に
地
域
資
料
を
守
っ
て
い
く
の

か
が
、大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。
県
下
の
資
料

保
存
機
関
や
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
取
り
組

ん
で
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、「
自
由
民
権
」を
冠
す
る
館
と
し
て
の
情

報
発
信
も
重
要
で
す
。特
に
高
知
の
若
い
人
々
に
、

土
佐
の
自
由
民
権
運
動
は
、高
知
が
全
国
に
誇
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
念
願
し

て
い
ま
す
。

　

当
館
で
は
、土
佐
の
自
由
民
権
運
動
の
ス
ロ
ー

ガ
ン
を「
自
由
は
土
佐
の
山
間
よ
り
」と「
明
治
第

二
の
改
革
を
希
望
す
る
」と
い
う
植
木
枝
盛
の
言

葉
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に「
自
由
民
権
」と

は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
え
ば「
近
代
日
本
の
青
春
」

と
表
現
し
て
い
ま
す
。
実
は
、こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、

一
九
八
一
年
の
高
知
市
夏
季
大
学
の
井
出
孫
六
氏

講
演「
自
由
民
権
運
動
の
今
日
的
意
義
」の
中
で
述

べ
ら
れ
た
も
の
を
、使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
よ

う
で
す
。

　

自
由
民
権
運
動
は
言
論
の
力
に
よ
っ
て
何
事
か

を
成
さ
ん
、と
い
う
運
動
で
あ
り
ま
し
た
。
わ
れ

わ
れ
館
員
も
自
由
民
権
の
歴
史
と
魅
力
を
伝
え
る

言
葉
を
、植
木
枝
盛
や
井
出
孫
六
氏
に
学
び
な
が

ら
磨
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
も

の
で
す
。

館
長　

筒
井  

秀
一

□	企画展「中江兆民と『三酔人経綸問答』
	 ー1世紀の時をへて出現した自筆草稿ー」
□	企画展記念講演会報告
	 「『在伯同胞活動実況大写真帖』が伝えるもの」
□	特別寄稿「選挙権を持つということ」
□	平成28年度	夏休み子ども歴史教室の報告
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【
中
江
兆
民
】

　

中
江
兆
民
は
、弘
化
四（
一
八
四
七
）

年
土
佐
郡
山
田
町（
現
高
知
市
は

り
ま
や
町
）に
土
佐
藩
下
級
武
士

の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
若
く
し

て
フ
ラ
ン
ス
学
を
修
め
、明
治
四

（
一
八
七
一
）年
フ
ラ
ン
ス
へ
留

学
、自
由
民
権
の
思
想
や
文
学
の
基
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　

明
治
七（
一
八
七
四
）年
帰
国
、一
時
官
職
に
就
き
ま
す
が
、明

治
十（
一
八
七
七
）年
に
辞
職
後
は
在
野
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

仏
学
塾
で
教
育
に
携
わ
る
と
と
も
に
、雑
誌『
政
理
叢
談
』を
発

行
、ル
ソ
ー
の『
社
会
契
約
論
』を
紹
介
し
ま
し
た
。
自
由
民
権
運

動
の
中
で
は
、東
洋
自
由
新
聞
・
自
由
新
聞
・
東
雲
新
聞
な
ど

に
多
く
の
論
説
を
発
表
し
、さ
ら
に
ル
ソ
ー
の
思
想
を『
民
約
訳

解
』に
翻
訳
し
て「
番
町
今
蘆
騒
」（
ば
ん
ち
ょ
う 

い
ま
ル
ソ
ー
）、

後
に「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

明
治
二
十
三（
一
八
九
〇
）年
の
第
一
回
衆
議
院
議
員
選
挙
で

　
新
た
に
発
見
さ
れ
た
中
江
兆
民
の
主
著『
三
酔
人
経
綸
問
答
』の
自
筆
草
稿
を
、自
由
民
権
記
念
館
所
蔵
資
料
な
ど
と
と
も
に
展

示
し
ま
す
。
記
念
講
演
会
で
は
、兆
民
の
推
敲
の
跡
を
た
ど
り
な
が
ら
、自
筆
草
稿
か
ら
ど
の
よ
う
な
兆
民
の
姿
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
か
報
告
し
ま
す
。

大
阪
か
ら
当
選
し
ま
し
た
が
、第
一
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、予

算
案
修
正
を
め
ぐ
る「
土
佐
派
の
裏
切
り
」に
憤
激
し
議
員
を
辞

職
し
て
い
ま
す
。

　

明
治
三
十
四（
一
九
〇
一
）年
が
ん
を
宣
告
さ
れ
、『
一
年
有

半
』『
続
一
年
有
半
』を
出
版
し
た
後
、死
去
し
ま
し
た
。

【『
三
酔
人
経
綸
問
答
』】

　

中
江
兆
民
の
代
表
的
著
作
。
明
治
二
〇（
一
八
八
七
）年
出
版
。

「
洋
学
紳
士
」、「
東
洋
豪
傑
」、「
南
海
先
生
」の
三
者
が
、酒
を
酌

み
交
わ
し
な
が
ら
、小
国
日
本
が
い
か
に
し
て
独
立
を
保
持
す

る
か
な
ど
、日
本
の
針
路
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
い
う
設
定
。

　

洋
学
紳
士
は
理
想
主
義
的
な
民
主
化
を
、東
洋
豪
傑
は
武
力

に
よ
る
海
外
進
出
を
主
張
、南
海
先
生
は「
恩
賜
の
民
権
」を「
恢

復
の
民
権
」に
近
づ
け
る
努
力
の
必
要
性
を
説
い
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
も
、日
本
の
選
択
肢
を
模
索
し
て
い
た
兆
民
の
分
身

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、今
日
に
も
通
じ
る
論
点
を
持
っ
て
い
ま

す
。

「
中
江
兆
民
と『
三
酔
人
経
綸
問
答
』

自
筆
草
稿
の
意
義
」

講
　
師
：	

谷
川
惠
一
氏
　
国
文
学
研
究
資
料
館
教
授	

日
　
時
：	

10
月
８
日
㈯ 

14
時
～
16
時

会
　
場
：	

研
修
室  		

参
加
自
由

●
講
演
会
に
向
け
て

　

こ
の
た
び
国
文
学
研
究
資
料
館
の
所
蔵
と
な
っ
た『
三
酔

人
経
綸
問
答
』は
、従
来
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

兆
民
の
自
筆
草
稿
で
あ
り
、兆
民
が
こ
の
著
作
を
ど
の
よ
う

に
書
き
進
め
て
い
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な

資
料
で
す
。

　

今
回
の
講
演
で
は
、こ
の
草
稿
に
つ
い
て
、兆
民
自
筆

と
さ
れ
る
自
由
民
権
記
念
館
蔵
の『
策
論
』な
ど
と
も
比

較
し
な
が
ら
、兆
民
が
こ
れ
を
書
き
進
め
た
明
治
二
十

（
一
八
八
七
）年
に
溯
っ
て
わ
か
り
や
す
く
紹
介
し
ま
す
。

（
谷
川
惠
一
）

■
企
画
展

  
中
江
兆
民
と『
三
酔
人
経
綸
問
答
』

—

１
世
紀
の
時
を
へ
て
出
現
し
た
自
筆
草
稿—

期
間　

10
月
８
日
土
～
12
月
25
日
日

会
場　

２
階
／
特
別
展
示
室

●
主
催
　
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
／
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館

※
常
設
展
観
覧
券
が
必
要

国文学研究資料館所蔵
『三酔人経綸問答』自筆草稿より

当館所蔵
『策論』より

 『三酔人経綸問答』当館所蔵

フランス留学時代の兆民

記
念
講
演
会
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『
在
伯
同
胞
活
動
実
況
大
写
真
帖
』が

伝
え
る
も
の

■

出
版
の
背
景
―
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
史

　

明
治
四
一（
一
九
〇
八
）年
に
、佐
川
町
出
身

の
水
野
龍
が
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
日
本
人
移
民
送

出
事
業
を
始
め
て
か
ら
、第
二
次
世
界
大
戦
で

途
絶
す
る
ま
で
の
ブ
ラ
ジ
ル
行
移
民
総
数
は

十
八
万
人
を
超
え
る
。
人
口
増
な
ど
の
課
題

を
抱
え
る
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、ブ
ラ
ジ
ル

へ
の
期
待
は
大
き
か
っ
た
が
、新
し
い
移
民
先

に
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
、十
数

年
に
わ
た
る
、犠
牲
を
伴
う
試
行
錯
誤
が
必
要

だ
っ
た
。

　

大
正
の
終
わ
り
頃
に
な
っ
て
、ま
ず
珈
琲
農

園
に
雇
用
さ
れ
、数
年
間
働
い
た
あ
と
、場
合

に
よ
っ
て
は
自
分
の
土
地
を
持
っ
て
独

立
す
る
、と
い
う
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が

ほ
ぼ
確
立
し
、日
本
人
が
開
拓
し
、暮
ら

す
土
地
に
は
、日
本
人
会
や
学
校
も
あ
る

と
い
う
環
境
も
次
第
に
整
っ
た
。
先
行

者
か
ら
確
度
の
高
い
情
報
も
入
る
よ
う

に
な
り
、国
の
渡
航
費
補
助
制
度
も
拡

充
さ
れ
、日
本
人
の
ブ
ラ
ジ
ル
行
移
民

は
、こ
こ
で
よ
う
や
く
安
定
し
た
時
期
に

入
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

昭
和
十
三（
一
九
三
八
）年『
写
真
帖
』

出
版
時
に
は
、約
十
七
万
人
が
ブ
ラ
ジ
ル

に
い
た
。
日
本
人
移
民
の
間
に
は
、日

企画展
記念講演会報告

―
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
の
精
神
誌

中
村  

茂
生 

（
高
知
の
移
民
文
化
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
局
）

本
語
新
聞
も
発
行
さ
れ
る
ほ
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
成
立
し
、日
本
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ

ど
の
経
済
的
達
成
を
、短
期
間
で
成
し
遂
げ
た

「
成
功
者
」と
い
え
る
移
民
も
あ
る
程
度
存
在

し
た
。『
写
真
帖
』購
入
者
と
な
っ
た
の
は
、主

に
そ
う
い
っ
た「
成
功
者
」で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

た
だ
し
、日
本
か
ら
新
し
い
移
民
が
続
々
と

は
い
り
、数
年
後
に
は
そ
の
中
か
ら「
成
功
者
」

が
生
ま
れ
る
と
い
う
状
況
は
、ブ
ラ
ジ
ル
国
内

で
の
日
本
人
移
民
排
斥
の
動
き
が
顕
著
に
な

る
ま
で
の
わ
ず
か
な
期
間
に
終
わ
る
。

■『
写
真
帖
』成
功
の
要
因　

『
写
真
帖
』は
、

こ
の
短
い
春
の

記
録
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

日
本
各
地
か

ら
神
戸
に
集

ま
っ
た
家
族
が
、

長
い
航
海
を
経

て
ブ
ラ
ジ
ル
に

上
陸
す
る
と
こ

ろ
か
ら
、珈
琲
農

園
で
の
労
働
の

様
子
、日
本
人
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
繁
栄
ぶ

り
が
描
か
れ
、後
半
部
分
で
は
成
功
し
た
家
族

が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
紹
介
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
要
因
で
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
移
民
と
い
う
選
択

を
し
た
家
族
が
成
功
す
る
ま
で
の
物
語
が
読

み
取
れ
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
移

民
の「
成
功
」を
謳
歌
す
る
内
容
だ
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。『
写
真
帖
』が
相
当
売
れ
た
こ

と
は
、装
丁
や
構
成
の
一
部
が
異
な
る
版
が
作

ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、出
版
後
の
竹
下
写
真
館

の
隆
盛
ぶ
り
、ご
家
族
の
話
な
ど
か
ら
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
は
い
く
つ
か
の

要
因
が
考
え
ら
れ
る
。

　
『
写
真
帖
』を
購
入
す
る
移
民
の
側
か
ら
す

れ
ば
、『
写
真
帖
』は
、自
分
自
身
と
、自
分
た
ち

を
送
り
出
し
た
故
郷
の
人
び
と
に
対
す
る
、移

民
と
い
う
選
択
の
正
し
さ
の
証
明
で
あ
っ
た
。

移
民
と
い
う
選
択
の
背
景
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、

経
済
的
要
因
の
占
め
る
割
合
が
大
き
い
こ
と

は
想
像
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
移
民
と
い
う

選
択
の
正
し
さ
を
は
か
る
ひ
と
つ
の
指
標
は
、

獲
得
し
た
財
産
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

収
録
さ
れ
て
い
る
写
真
の
独
特
の
構
図
を

見
れ
ば
、単
に
近
況
を
伝
え
る
こ
と
が
目
的
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
小
さ
く
写
っ

た
人
物
の
か
わ
り
に
画
面
を
占
め
る
の
は
、広

大
な
農
地
、家
、自
動
車
で
あ
る
。
間
隔
を
あ

け
て
配
置
さ
れ
た
家
族
は
、ま
る
で
土
地
の
広

さ
を
表
現
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
対
象
物
の

よ
う
で
す
ら
あ
る
。『
写
真
帖
』が
表
現
し
て

い
る
の
は
、彼
ら
の
財
産
で
あ
る
。
そ
し
て
財

産
の
実
在
を
端
的
に
伝
え
る
最
も
効
果
的
方

法
と
し
て
、写
真
以
上
の
も
の
は
な
か
っ
た
。

　
『
写
真
帖
』は
ま
た
、も
う
ひ
と
つ
の「
成
功
」

の
証
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
は「
国
策
」と
し
て

進
め
ら
れ
た
移
民
事
業
で
あ
る
。
外
交
官
は
、

「
こ
れ
は
よ
い
参
考
品
に
な
る
」と
コ
メ
ン
ト

を
残
し
、大
量
の『
写
真
帖
』を
購
入
し
た
と
い

う
。
彼
ら
に
と
っ
て
政
策
の
正
し
さ
を
証
明

す
る
と
と
も
に
、日
本
か
ら
の
移
民
を
促
す
絶

好
の「
参
考
品
」と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
『
写
真
帖
』の
質
の
高
さ
に
も
言
及
す
べ
き

だ
ろ
う
。
竹
下
は
、コ
ロ
タ
イ
プ
印
刷
で
製
作

す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
和
歌
山
県
の
大
正
写

真
工
芸
所
に
発
注
し
て
い
る
。
大
正
写
真
工

芸
所
は
、日
本
で
有
数
の
写
真
印
刷
所
で
あ

り
、『
写
真
帖
』は
、戦
前
ブ
ラ
ジ
ル
で
発
行
さ

れ
た
移
民
写
真
集
を
質
に
お
い
て
凌
駕
し
て

い
る
。
こ
の
点
も
、『
写
真
帖
』の
売
り
上
げ
を

後
押
し
す
る
要
素
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

■

竹
下
増
次
郎
研
究
に
期
待

　

戦
前
の
ブ
ラ
ジ
ル
日
本
移
民
史
の
な
か
の
、

そ
こ
し
か
な
い
と
い
う
時
期
に
企
画
さ
れ
、印

刷
方
法
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
っ
て
作
ら
れ
た

こ
と
を
考
え
る
と
、『
写
真
帖
』の
編
著
者
で
あ

る
竹
下
増
次
郎
の
あ
る
種
の
勘
の
鋭
さ
に
改

め
て
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。

 　

写
真
家
竹
下
増
次
郎
に
つ
い
て
は
、と
く
に

写
真
師
修
行
時
代
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
時
代
の
間
、

ま
だ
詳
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
ひ
と
り

の
写
真
家
と
し
て
、あ
る
い
は
ひ
と
り
の
移
民

と
し
て
、今
後
の
研
究
が
進
む
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

竹下写真館の新年広告
『伯剌西爾時報』
昭和12（1937）年
1月1日に掲載

７
月
16
日
に
開
催
し
た
、企
画
展（
10
月
２
日
ま
で
開
催
）記
念
講
演
会
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。
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今
夏
の
参
議
院
議
員
選
挙
よ
り
改
正
公
職
選

挙
法
が
適
用
さ
れ
、選
挙
権
を
与
え
ら
れ
る
年

齢
が
20
歳
か
ら
18
歳
へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

　

選
挙
年
齢
引
き
下
げ
に
対
し
、賛
否
両
論
噴

出
し
た
な
か
で
の
実
施
と
な
っ
た
。
反
対
側
の

意
見
と
し
て
は
、ま
だ
知
識
や
経
験
の
少
な
い

若
者
に
選
挙
権
を
与
え
て
よ
い
の
か
と
い
う
も

の
や
、選
挙
年
齢
の
引
き
下
げ
は
、い
ず
れ
成
人

年
齢
の
引
き
下
げ
議
論
へ
と
つ
な
が
り
、そ
の

こ
と
は
、年
金
や
社
会
保
障
費
な
ど
義
務
や
責

任
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、そ
れ
だ
け
の

若
者
自
立
支
援
体
制
が
今
の
日
本
で
整
え
ら
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
賛
成
側
の

意
見
は
、欧
米
諸
国
の
選
挙
年
齢
は
18
歳
で
あ

り
、日
本
も
先
進
諸
国
と
足
並
み
を
揃
え
、若
者

の
政
治
参
加
を
促
す
べ
き
だ
と
い
う
も
の
だ
。

ど
ち
ら
に
せ
よ
、日
本
の
国
情
、若
者
の
環
境
、

経
済
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
の
議
論
が
十
分
に

な
さ
れ
な
い
ま
ま
、実
施
に
至
っ
て
し
ま
っ
た

感
は
拭
え
な
い
。

　

ち
ょ
う
ど
今
か
ら
四
半
世
紀
前
、私
が
18
歳

に
な
る
少
し
前
に
、高
知
市
立
自
由
民
権
記
念

館
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
そ
の
頃
の
私
は
、恥
ず

か
し
な
が
ら
、政
治
や
社
会
の
問
題
に
関
心
を

抱
く
こ
と
も
な
く
、国
会
や
憲
法
が
存
在
す
る

こ
と
に
何
の
疑
問
も
な
く
当
た
り
前
の
よ
う
に

受
け
止
め
、憲
法
は
国
家
の
基
本
法
で
あ
る
と

学
校
で
教
わ
っ
た
こ
と
以
上
の
こ
と
を
学
ぼ

う
と
も
、改
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
も
思
わ
な

か
っ
た
。
民
権
記
念
館
に
も
、な
ん
だ
か
オ
ー

プ
ン
し
た
記
念
館
が
あ
る
み
た
い
だ
か
ら
、一

目
見
て
み
よ
う
か
ぐ
ら
い
の
軽
い
気
持
ち
で
足

を
踏
み
入
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

館
内
に
入
っ
て
み
る
と
、自
由
や
権
利
を
繰

り
返
し
謡
う
、聞
い
た
こ
と
の
な
い
歌
が
鳴
り

響
い
て
い
た（
そ
れ
を
民
権
歌
謡
と
呼
ぶ
こ
と

は
後
で
知
っ
た
）。
ま
た
映
像
展
示
室
で
は
植

木
枝
盛
や
中
江
兆
民
な
ど
民
権
家
が
あ
ら
ん
限

り
の
声
を
あ
げ
て
、自
由
や
権
利
を
主
張
す
る

様
子
を
描
い
た
映
画
が
上
映
さ
れ
て
い
た
。
展

示
室
で
は
、そ
れ
ほ
ど
熱
心
に
歴
史
を
勉
強
し

た
わ
け
で
も
な
い
私
で
も
知
っ
て
い
た
言
葉
―

「
板
垣
死
す
と
も
自
由
は
死
せ
ず
」を
叫
ん
だ
と

さ
れ
る
、板
垣
退
助
遭
難
事

件
の
際
に
刺
客
が
用
い
た
短

刀
が
、生
々
し
く
展
示
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
ほ
か
、民
権

結
社
第
一
号
と
な
っ
た
高
知

の「
立
志
社
」の
資
料
、植
木

の
憲
法
草
案
、『
自
由
新
聞
』

な
ど
、国
会
や
憲
法
に
関
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
資
料
が
展
示

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
国
会
が

開
設
さ
れ
た
後
で
は
、政
府

の
選
挙
干
渉
に
よ
り
、政
府

の
方
針
に
異
を
唱
え
る
者
が

襲
撃
対
象
と
な
り
、高
知
で
も
多
く
の
死
傷
者

が
出
た
こ
と
を
伝
え
る
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い

た
。

　

そ
の
よ
う
な
館
内
の
映
像
や
展
示
資
料
は
、

こ
れ
ま
で
の
ん
び
り
と
生
き
て
き
た
私
に
と
っ

て
、衝
撃
的
で
、歴
史
的
事
実
を
身
近
に
感
じ
た

初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
わ
ず
か
百
年
ほ
ど

前
に
、大
人
だ
け
で
は
な
く
、ほ
ん
の
10
歳
を
超

え
る
か
超
え
な
い
か
の
子
ど
も
に
至
る
ま
で
、

自
由
や
権
利
に
つ
い
て
、ひ
い
て
は
国
会
や
憲

法
に
つ
い
て
議
論
し
、そ
れ
ら
を
歌
に
し
て
謡

い
、ま
た
そ
れ
ら
を
求
め
て
命
を
賭
し
て
闘
っ

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
圧
倒
さ
れ

た
。

　

こ
の
記
念
館
と
の
出
会
い
が
き
っ
か
け
と
な

り
、私
は
、日
本
近
代
史
の
研
究
を
志
し
、研
究

者
と
な
っ
た
。
高
知
生
ま
れ
の
私
は
、帰
省
す

る
た
び
に
、自
宅
よ
り
先
に
記
念
館
に
立
ち
寄

る
。
そ
れ
は
館
の
展
示
が
私
の
政
治
や
社
会
へ

の
関
心
の
原
点
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
り
、ま
た

そ
こ
に
、時
代
を
超
え
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
思
う
か
ら
だ
。

　

今
の
私
は
、か
つ
て
自
由
民
権
を
求
め
た

人
々
ほ
ど
真
剣
に
、政
治
や
社
会
の
あ
り
方
を

考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
政
治
を
政
治
家

に
任
せ
き
り
に
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
聞

や
テ
レ
ビ
、ネ
ッ
ト
の
情
報
を
鵜
呑
み
に
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
見
た
く
な
い
現
実
か
ら
目

を
背
け
た
り
、耳
を
塞
い
だ
り
し
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
生
き
る
権
利
や
自
由
の
保
障
に
つ
い

て
、長
期
的
な
視
野
で
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
今
は
大
人
に
な
っ
た
私
た
ち
社
会
は
、

若
者
た
ち
に
、憲
法
や
国
会
、社
会
を
考
え
る
だ

け
の
時
間
や
場
所
を
用
意
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

　

こ
の
よ
う
に
自
分
な
り
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受

け
取
り
、い
つ
も
目
の
前
の
こ
と
に
追
わ
れ
る

日
々
を
過
ご
し
て
し
ま
う
自
分
を
顧
み
、政
治

や
社
会
が
、実
は
生
活
の
大
部
分
を
左
右
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
す
る
。
今
回

選
挙
権
を
得
た
若
い
人
々
を
は
じ
め
、一
人
で

も
多
く
の
人
に
は
、記
念
館
に
足
を
運
ん
で
欲

し
い
。
そ
し
て
、記
念
館
に
は
、参
政
権
を
持
つ

と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、こ
れ
か
ら
も
伝
え
続

け
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
や
ま
な
い
。

（
宮
内
庁
書
陵
部
主
任
研
究
官
）

選挙権を持つ
ということ
―自由民権記念館の展示から
　得たもの

真 辺  美 佐

第87回近代史研究会
での講演風景

真辺美佐氏プロフィール

1972年、高知県に生まれる。
2004年、お茶の水女子大学大学院人
間文化研究科比較文化学専攻修了。
博士（人文科学・お茶の水女子大学）。
その間、国立国会図書館憲政資料室非
常勤調査員・早稲田大学大学史資料
センター非常勤嘱託を務める。2005
年より宮内庁書陵部の研究職職員と
なり、2011年から主任研究官、現在に
いたる。宮内庁では、『昭和天皇実録』
を執筆し、同書は現在東京書籍から刊
行されている。
また、お茶の水女子大学の非常勤講師
や法政大学の非常勤講師も務める。
著書に『末 広鉄 賜研究 』（梓出版社
/2006年）、「民権派とヨーロッパ世界
の邂逅」（小風秀雅・季武嘉也 編『グ
ローバル化のなかの近代日本』有志舎
/2015年）などがある。

特別寄稿
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　自由民権運動に関する資料を全国的視野で収集し、自
由民権運動関係の資料センターをめざすとともに、幅広く
郷土資料の収集をすすめ、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—当館ではこれを活動の
大きな柱に位置づけています。そこで、今回は、図書室を
ご紹介します。

　自由民権記念館の２階には、「常設展示室」「民権座」「企
画展示室」のほかに、「図書室」があります。図書室の利用は
無料で、どなたでもお使いいただけます。事務室とスペース
を共用しているため、入室をためらうお客様もいらっしゃい
ますが、遠慮なくお入りください。図書の館外貸出しはして
いませんが、閲覧席でゆっくりとご覧いただけます。職員が
図書をお探ししたり、閉架から出してきたりといったお手伝
いもいたします。
　図書室で閲覧いただける図書は約23,000冊で、自由民権
運動をはじめとする近代史についてより深く知りたいという

ご希望にお応えしてい
ます。中でも自由民権
運動の推進に大きな
役割を果たした、さま
ざまな土佐民権派新
聞をコピーし製本した
ものは、市民図書館・
県立図書館にも所蔵
がなく、人気の高い資料です。大掃除をしていて、ふと古い
新聞に手を止めて見入ってしまったという経験は誰しもある
ことでしょう。昔の新聞は、気軽に乗れるタイムマシンのよう
なもの。ぜひ、手にとってご覧いただきたいと思います。　
　なお、１階の郷土情報室では、県内の市町村史や高知県
の歴史に関する一般図書、子ども向けの歴史の本の閲覧の
ほか、自由民権運動を紹介するビデオなどをご視聴いただ
けます。合わせてご利用ください（ビデオをご利用の場合は、
１階受付にお声をお掛けください）。

図書室・郷土情報室をご利用ください！

図書室（２階） 郷土情報室（１階）

内　　容

◦自由民権運動関連専門図書
◦近代史を中心とした専門図書
◦参考図書、個人全集
◦明治期新聞復刻版　ほか

◦県内市町村史、郷土史に関する図書
◦近代史を中心とした一般図書
◦子ども向け歴史図書
◦ビデオコーナー　ほか

利用方法 ◦無料でどなたでも利用できます。登録は必要ありません。
◦館外貸出しはしていません。閲覧席をご利用ください。

■利用案内

「特別展覧会 没後150年 坂本龍馬」
【京都国立博物館】	 10月15日㈯～11月27日㈰
【長崎歴史文化博物館】	 12月17日㈯～2月5日㈰

　この展示会は「龍馬が亡くなっておよそ150年、改めて
龍馬の活動と人間的な魅力を伝える大規模な展覧会」で、
「坂本龍馬という人間を通じて幕末という時代を改めて認
識していただきたい」というものです。
　当館から、仁井田神社より寄託されている「夕顔艦」絵
馬を出品します。この絵馬は、土佐藩船「夕顔」の「運用方」
が「所願成就」のため奉納したものです。慶応３（1867）年、

この船中で、龍馬は
後藤象二郎に八つ
の政策を提案し、倒
幕後の日本の進路
を示したといわれて
います。

「普通選挙をめざして
―犬養毅・尾崎行雄―」特別展

【衆議院憲政記念館】　11月9日㈬～12月2日㈮

　この展示会は、「議会政治実現のため閥族と果敢に戦う一方、
政党の腐敗を戒め、普通選挙実現に努めた」犬養・尾崎を通じ
て「議会制度の根幹である『選挙』の意義」を特に若い世代に伝
えるものです。
　当館からは錦絵「高知県民吏両党の激戦」を出品します。他
に高知市民図書館から「板垣」「自由」の泥めんこ、高知市教委か
ら帯屋町遺跡出土、「板垣」「相原」「民」の泥めんこ、そしていの
町の若宮神社から絵馬「自由万歳」が出品されます。

収蔵資料の出展収蔵資料の出展
博物館は展示会のため、互いに資料の貸し借りを行なっています。
今年も収蔵資料が各地の博物館で展示されますのでご案内します。

旅する資料旅する資料

「夕顔艦」絵馬
絵馬「自由万歳」

錦絵「高知県民吏両党の激戦」

開館日の午前９時から
午後５時まで
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明
治
時
代
に
起
こ
っ
た

民
権
運
動
に
関
す
る
事
柄

や
、民
権
家
が
経
験
し
た

様
々
な
場
面
が
描
か
れ
て

い
る
、当
時
実
際
に
作
ら

れ
遊
ば
れ
て
い
た「
民
権

す
ご
ろ
く
」遊
び
を
体
験

し
ま
し
た
。「
懇
親
会
」な
ど
４
種
類
の
セ
リ
フ

を
言
う
と
こ
ろ
に
コ
マ
が
ま
わ
る
と
、元
気
に

セ
リ
フ
を
言
い
、上
が
り
の「
国
会
」を
目
指
し

て
が
ん
ば
り
ま
し
た
。

　
「
高
知
県
民
謡
協
会
」の

皆
さ
ん
の
三
味
線
と
太
鼓

の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
、植

木
枝
盛
が
作
詞
し
た「
民

権
か
ぞ
へ
歌
」を
歌
い
ま

す
。
生
伴
奏
に
最
初
は
戸

惑
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち

で
す
が
、民
謡
協
会
の
皆
さ
ん
の
ご
指
導
で
、先

生
方
と
一
緒
に
元
気
よ
く
歌
い
き
り
ま
し
た
。

　

常
設
展
示
室
の
中
で
、解
説
を

聴
い
た
り
展
示
資
料
を
探
し
た
り
し
て
ク
イ
ズ

に
答
え
ま
す
。
簡
単
な
問
題
や
ち
ょ
っ
と
難
し

い
問
題
な
ど
色
々
あ
り
ま
し
た
が
、皆
一
生
懸

命
に
挑
戦
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

７
月
22
日
㈮
、今
年
で
節
目
の
20
回
目
と
な

る
恒
例
の「
夏
休
み
子
ど
も
歴
史
教
室
」を
高
知

市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会
と
の
共
催
に
よ

り
、自
由
民
権
記
念
館
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
催
し
は
、自
由
民
権
運
動
や
郷
土
の
歴

史
を
常
設
展
示
室
の
観
覧
や
ク
イ
ズ
、歌
、劇
な

ど
で
楽
し
く
学
び
、知
識
を
深
め
て
も
ら
お
う

と
始
め
た
も
の
で
す
。
当
日
は
、高
知
市
内
の

小
学
３
年
生
か
ら
中
学
１
年
生
ま
で
の
87
名
が

参
加
し
、多
い
に
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

運
営
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
高
知
市
教

育
研
究
会
社
会
科
部
会
の
先
生
方
、「
高
知
県
民

謡
協
会
」及
び
劇
団「
笛
の
会
」の
皆
さ
ん
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

朝
早
く
か
ら
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
と
元
気
な

声
が
飛
び
交
い
、日
頃
は
静
か
な
記
念
館
も
、毎

年
こ
の
日
ば
か
り
は
活
気
に
溢
れ
て
い
ま
す
。

　

受
付
を
済
ま
せ
て
民
権
ホ
ー
ル
に
入
る
と
、

班
別
の
座
席
に
座
り
開
会
式
を
待
ち
ま
す
。

開
会
式
の
あ
と
、当
館
製
作
の
映
像「
自
由
民

権
っ
て
、何
？
」を
鑑
賞
し
、先
生
か
ら
の
説
明

を
し
っ
か
り
聞
い
た
ら
、い
よ
い
よ
ク
イ
ズ
ラ

リ
ー
の
ス
タ
ー
ト

で
す
。

　

ク
イ
ズ
ラ
リ
ー

で
は
、次
の
５
つ

の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
が
あ
り
、各

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
を
通
過
す
る

と
、ラ
リ
ー
マ
ッ

問
１	

明
治
時
代
の
高
知
で
は
色
々

な
名
前
の
新
聞
が
あ
り
ま
し

た
。
で
は
、
当
時
の
高
知
に
な

か
っ
た
新
聞
は
、
次
の
う
ち
ど

れ
で
し
ょ
う
か
？

①
土
佐
新
聞　

②
高
知
新
聞

③
高
知
子
ど
も
新
聞

問
２	

昔
の
議
会
は
「
帝
国
議
会
」
と

い
い
ま
し
た
。
今
の
議
会
は
衆

議
院
と
参
議
院
の
２
つ
あ
り

ま
す
が
、
昔
の
議
会
も
衆
議
院

と
も
う
１
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
は
次
の
う
ち
ど
れ
で
し
ょ

う
か
？

①
平
等
院  

②
国
民
院

③
貴
族
院

一
つ
と
せ		

人
の
上
に
は
人
は
な
き

権
利
に
か
は
り
が
な
い
か
ら
は

こ
の
人
じ
ゃ
も
の

二
つ
と
せ		

二
つ
と
は
な
い
我
が
命

捨
て
て
も
自
由
が
な
い
か
ら
は

こ
の
惜
し
み
や
せ
ぬ

三
つ
と
せ		

民
権
自
由
の
世
の
中
に

ま
だ
目
の
さ
め
な
い
人
が
あ
る

こ
の
あ
は
れ
さ
よ

四
つ
と
せ		

世
の
開
け
ゆ
く
其
早
や
さ

親
が
子
供
に
教
へ
ら
れ

こ
の
気
を
つ
け
よ

五
つ
と
せ		

五
つ
に
分
れ
し
五
大
州

中
に
も
亜
細
亜
は
半
開
か

こ
の
恥
か
し
や

民
権
か
ぞ
へ
歌

（
植
木
枝
盛 

作
）一
部
の
ご
紹
介

平成28年度

プ
に
板
垣
退
助
な
ど
の
民
権
家
ス
タ
ン
プ
を
押

し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
を

５
つ
集
め
た
ら
ラ
リ
ー
完
了
で
す
。
各
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

第3

第4第5

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

チ
ェッ
ク
ポ
イ
ン
ト

　

劇
団「
笛
の
会
」の
皆
さ

ん
に
よ
る
政
談
演
説
会
を

再
現
し
た
芝
居
を
観
て
、

ク
イ
ズ
に
答
え
ま
す
。

　

今
年
は
女
性
の
弁
士
さ

ん
が
登
場
し
て
、女
性
の

投
票
権
に
つ
い
て
語
る
な

ど
し
、子
ど
も
た
ち
も
当
時
さ
な
が
ら
の
迫
力

あ
る
劇
に
驚
き
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
も
、聴
衆
の

一
人
と
な
っ
て
、大
人
と
一
緒
に「
そ
う
だ
！
そ

　

参
加
者
全
員
が
す
べ
て
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
を
通
過
し
た
後
、民
権
ホ
ー
ル
に
戻
っ
て
閉

会
式
が
行
わ
れ
、今
年
の
歴
史
教
室
も
無
事
終

了
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
マ
ナ
ー

が
良
く
、楽
し
く
ま
じ
め
に
取
り
組
ん
で
く
れ

ま
し
た
。
皆
さ
ん
本
当
に
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

（
氏
原　

大
）

クイズの答え：問1・問2とも  ③

う
だ
！
」と
か
け
声
を
か
け
た
り
、拍
手
を
し
た

り
し
て
大
い
に
盛
り
上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
全
部
で
20
番
ま
で
あ
り
ま
す
）

第1
第2

出題されたクイズから出題されたクイズから
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●
横
綱
・
玉
錦
と
は

　

第
三
二
代
横
綱
・
玉
錦
は
、一
九
○
三（
明

治
三
六
）年
一
二
月
一
五
日
に
高
知
市
農
人
町

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
本
名
は
西
内
弥や

す

き
寿
喜
。

高
知
市
立
第
五
尋
常
小
学
校（
現
高
知
市
立
昭

和
小
学
校
）卒
業
後
、一
九
一
七（
大
正
六
）年

に
二に

所し
ょ

ノの

関せ
き

部
屋
に
入
門
し
ま
す
。

　

入
門
当
初
は
体
重
が
規
定
に
足
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
努
力
し
、一
九
一
九（
大
正
八
）年
一

月
の
春
場
所
で
玉
錦
と
し
て
初
土
俵
を
踏
み

ま
す
。「
ボ
ロ
錦
」と
い
わ
れ
る
ほ
ど
生
傷
の

絶
え
な
い
猛
稽
古
に
明
け
暮
れ
、一
九
二
五

（
大
正
一
四
）年
一
月
場
所
で
十
両
昇
進
、翌
年

一
月
場
所
に
は
土
佐
出
身
第
十
号
の
幕
内
力

士
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、一
九
二
八（
昭
和
三
）年
一
月
場
所

で
小
結
、五
月
場
所
で
関
脇
、一
九
三
○（
昭
和

五
）年
五
月
場
所
で
大
関
と
順
調
に
出
世
し
、

一
九
三
三（
昭
和
八
）年
一
月
場
所
で
は
、昭
和

に
な
っ
て
初
め
て
の
横
綱
と
な
り
ま
す
。

　

全
盛
期
の
体
格
は
、身
長
五
尺
三
寸

（
一
七
三
セ
ン
チ
）、体
重
三
七
貫（
一
三
九
キ

ロ
）。
得
意
の
右
四
つ（
右
腕
を
相
手
の
左
腕

の
下
に
差
し
て
廻
し
を
取
る
形
）か
ら
、自
慢

の
太
鼓
腹
を
あ
お
っ
て
一
気
に
土
俵
を
走
る

速
攻
の
寄
り
は
、「
怒
涛
の
寄
り
」と
呼
ば
れ
ま

し
た
。

　

一
九
三
八（
昭
和
一
三
）年
末
、盲
腸
炎
を
発

病
し
、現
役
の
横
綱
の
ま
ま
三
四
歳
で
生
涯
を

閉
じ
ま
し
た
。
現
在
よ
り
本
場
所
数
の
少
な

い
当
時
で
幕
内
優
勝
九
回
の
名
横
綱
で
し
た
。

お
墓
は
香
南
市
香
我
美
町
岸
本
に
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、高
知
県
出
身
で
行
司
の
最
高
位
で
あ

る
立た

て
ぎ
ょ
う
じ

行
司
に
な
っ
た
第
二
九
代
木
村
庄
之
助

こ
と
櫻さ

く
ら
い井
春は
る
よ
し芳
さ
ん
は
、香
南
市
香
我
美
町
岸

本
出
身
で
、玉
錦
と
同
じ
二
所
ノ
関
部
屋
に
所

属
し
て
い
ま
し
た
。
何
か
不
思
議
な
縁
を
感

じ
ま
す
。
高
知
県
出
身
の
立
行
司
も
現
在
ま

で
こ
の
方
一
人
で
す
。

●
横 

綱

　

大
相
撲
の
横
綱
だ
け
が
腰
に
締
め
る
こ
と

が
で
き
る
白
い
麻
布
製
の
綱
で
す
。
芯
に
銅

線
の
入
っ
た
三
本
の
小
縄
を
縒よ

り
合
わ
せ
て
、

両
端
を
細
く
、中
央
が
太
く
な
る
よ
う
に
作
っ

て
い
ま
す
。
現
在
は
東
京
で
本
場
所（
一
月
の

初
場
所
・
五
月
の
夏
場
所
・
九
月
の
秋
場
所

の
計
三
回
）が
行
わ
れ
る
ご
と
に
新
し
い
綱
が

作
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
中
頃
ま
で
の
相
撲
で
は
、大
関
が

番
付
の
最
高
位
で
し
た
。
大
関
の
中
で
こ
の

綱
を
着
け
る
こ
と
の
で
き
る
強
い
者
を
、こ
の

綱
の
呼
称
に
ち
な
ん
で「
横
綱
」と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
現
在
の
大
相
撲
の
横
綱
の
称
号
は

こ
の
綱
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

　

横
綱
の
土
俵
入
り
の
型
は
雲う

ん
り
ゅ
う竜
型
と

不し
ら
ぬ
い

知
火
型
の
二
種
類
あ
り
ま
す
が
、玉
錦
は
雲

竜
型
で
し
た
。
雲
竜
型
は
、土
俵
で
せ
り
上
げ

る
と
き
に
、左
手
を
脇
腹
に
当
て
右
手
を
伸
ば

し
ま
す
。
横
綱
は
背
中
側
で
輪
を
一
つ
作
る

よ
う
に
結
び
ま
す
。
一
方
、不
知
火
型
は
、両

手
を
左
右
に
伸
ば
し
て
せ
り
上
が
り
、横
綱
の

輪
も
二
つ
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、輪
を
二
つ
作

る
た
め
、綱
の
長
さ
は
不
知
火
型
の
も
の
の
方

が
一
般
的
に
長
く
な
り
ま
す
。
玉
錦
は
土
俵

入
り
の
姿
の
美
し
さ
か
ら
、「
動
く
錦
絵
」と
も

評
さ
れ
人
気
を
集
め
ま
し
た
。

　

現
在
の
横
綱
で
は
、第
六
九
代
白
鵬
関（
宮み

や

城ぎ

野の

部
屋
所
属
）と
第
七
○
代

日は
る

馬ま

富ふ

じ士
関（
伊い

せ勢
ヶが

濱は
ま

部
屋

所
属
）が
不
知
火
型
で
、第
七
一

代
鶴か

く
り
ゅ
う竜
関（
井い

筒づ
つ

部
屋
所
属
）が

雲
竜
型
で
す
。
歴
史
的
に
は
、

大
多
数
の
横
綱
が
雲
竜
型
で
土

俵
入
り
を
し
て
い
ま
す
。

●
明あ

け
荷に

　

関
取
と
呼
ば
れ
る
十
枚
目

（「
十
両
」と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、

こ
れ
は
通
称
で
す
。）以
上
の
地

位
の
力
士
が
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
た
つ
づ
ら

（
荷
物
入
れ
）で
す
。
十
枚
目
以
上
の
行
司
も

持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、力
士
の
も
の
よ
り

や
や
小
振
り
で
す
。

　

竹
で
編
ん
だ
上
に
丈
夫
な
和
紙
を
は
り
、さ

ら
に
渋
や
漆
な
ど
を
塗
っ
て
固
め
て
い
ま
す
。

蓋
に
朱
色
で
四し

こ

な
股
名（
力
士
の
名
前
）が
書
か

れ
ま
す
。
十
両
に
昇
進
し
た
と
き
に
入
門
同

期
生
や
後
援
者
か
ら
贈
ら
れ
ま
す
。
こ
の
中

に
廻
し
や
浴ゆ

か
た衣
・
小
物
類
な
ど
を
入
れ
て
、付

け
人
で
あ
る
幕
下
以
下
の
力
士
が
運
び
ま
す
。

原
則
一
人
一
つ
で
す
が
、横
綱
の
み
三
つ
ま
で

持
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、

部
屋
付
き
の
行
司
の
も
の
と
思
わ
れ
る
軍ぐ

ん
ば
い配

も
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

高
知
県
出
身
の
最
近
の
力
士
と
し
て
は
、室

戸
市
出
身
で
元
大
関
朝
潮
の
現
高た

か
さ
ご砂
親
方
、い

の
町
出
身
で
タ
レ
ン
ト
と
し
て
も
活
躍
し
た

元
関
脇
の
荒あ

ら

瀬せ

さ
ん
、安
芸
市
出
身
で
元
関
脇

土
佐
ノ
海
の
立た

て
か
わ川
親
方
、現
役
で
は
宿
毛
市
出

身
の
豊
ノ
島
関（
時と

き

津つ

風か
ぜ

部
屋
所
属
）、立
川
親

方
と
同
じ
安
芸
市
出
身
の
栃と

ち
お
う
ざ
ん

煌
山
関（
春か
す

日が

野の

部
屋
所
属
）ら
が
い
ま

す
。

　

郷
土
が
生
ん
だ
横
綱

は
、も
う
一
人
明
徳
義
塾

高
校
出
身
で
、現
高
砂
親

方
が
育
て
た
、モ
ン
ゴ
ル

生
ま
れ
の
朝

あ
さ
し
ょ
う
り
ゅ
う
あ
き
の
り

青
龍
明
徳

さ
ん
が
い
ま
す
が
、高
知

県
生
ま
れ
の
二
人
目
の

横
綱
の
誕
生
を
期
待
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

テーマ
展示

昭
和
最
初
の
横
綱
・
玉
錦

昭
和
最
初
の
横
綱
・
玉
錦

高
知
県
出
身
で
唯
一
の
横
綱
で
あ
る
玉
錦
三さ
ん
え
も
ん

右
衛
門
の
ゆ
か
り
の

品
々
を
展
示
中
で
す
。
元
は
高
知
市
立
昭
和
小
学
校
に
保
管
さ
れ

て
い
た
も
の
で
す
。

場 

所　

２
階　

常
設
展
示
室
２

期 
間　

２
０
１
７（
平
成
29
）年
２
月
末
ま
で（
予
定
）

展示資料（右が横綱、左上が明け荷）
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  11月26日（土）9：00～15：00  
  　　　  8：45 当館集合・受付  

◆民権史跡めぐり
コース：潮江地区史跡（要法寺など）－天神

橋商店街界隈史跡－第四小学校正
門前－高知城－中央公園－九反田
公園－丸山台等（途中昼食）〈予定〉

解説：丸山和代氏
（高知市学校教育課主査・元当館学芸係）

参加費：3,000円程度（バス代・昼食代・保険
他含む。参加人数により変動）

※参加申し込みは友の会事務局まで
　（9月15日㈭から受付開始／定員25名に

達し次第締め切り）
　雨天決行（暴風雨なら中止）

  11月26日（土）15：00～17：00  

■高知近代史研究会第88回研究会
　薩長同盟・幕長戦争150年共同企画
「薩長盟約の実態

－英雄史観からの脱却－」
報告者：家近良樹氏（大阪経済大学教授）
会場：民権ホール
共催：高知県立坂本龍馬記念館
　　  北川村立中岡慎太郎館

  12月10日（土）10：00  

◆「兆民忌」
筆山にある中江家の墓参り
集合場所：高知市筆山登り口

  12月23日（金・祝）13：30～  

◆第20回 民権凧まつり
　土佐凧を作ろう
会場：自由ギャラリー

  1月4日（水）14：00～  

◆土佐凧を揚げよう
場所：鏡川北岸
　　 トリム公園

  開催中～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」

会場：2階特別展示室

  10月8日（土）～12月25日（日）  

■企画展「中江兆民と『三酔人経綸問答』
－1世紀の時をへて出現した自筆草稿－」

会場：2階特別展示室

  10月8日（土）14：00～16：00  

■企画展記念講演会
「中江兆民と『三酔人経綸問答』

自筆草稿の意義」
講師：谷川惠一氏（国文学研究資料館教授）
会場：研修室

   10月15日（土）14：00～16：00（受付13：30～）  

◆友の会第16回「県詞の日」記念講演会
「日本のメディアの現状を問う

～『言論の自由』をジャーナリズム
の役割から考える～」

講師：高田昌幸氏（高知新聞記者）
会場：研修室

  1月21日（土）～2月23日（木）  

■第17回 社会科自由研究作品展
市内小中学生の社会科に関する
研究作品を展示
会場：自由ギャラリー

  1月23日（月）10：00  

◆「無天忌」
植木枝盛の命日に墓所の清掃と墓参り
集合場所：高知市小高坂市民会館

 3月4日（土）～9月24日（日）  

■企画展「龍馬の一代記
『汗血千里の駒』」

会場：2階特別展示室

この企画展は「志国高知  幕末維新博〜
時代は土佐の山間より〜」の行事とし
て開催します。

  3月中旬予定  

■高知近代史研究会第89回研究会
テーマ　未定
会場：未定

要申込

要申込

「板垣」「相原」「民」の泥めんこ
　2015（平成27）年冬に、高知市教育委員会が発掘調査を行った帯屋町遺跡（高知市本
町４丁目）では、土佐藩の筆頭家老である深尾家の屋敷地内に掘られた明治のごみ穴か
ら、自由民権運動の息吹を伝える泥めんこが出土しました。泥めんこは、おはじきのよう
な遊び方をしたと考えられている江戸時代からの土器製の玩具です。
　「板垣」は「板垣退助」、「相原」は岐阜で板垣を短刀で襲った「相原（あいはら）尚褧（なお
ぶみ）」、「民」は自由民権の「民」と思われ、当時の世相が子どもの玩具にも映し出されてい
ます。

行 事 予 定 予定は変更になる場合があります。
詳しくは自由民権記念館までお問い合わせください。（秋・冬）

新撰組に対し、応戦する龍馬たち

民 料権 出資 土

◆は当館内友の会事務局にお問い合わせください。

晩年の中江兆民


