
「
志
国
高
知 

幕
末
維
新
博
」
関
連
企
画
展
　
第
一
弾

２
０
１
７（
平
成
29
）年

期 

間

３
月
４
日（
土
）〜
９
月
18
日（
月・祝
）

会 

場

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館  

２
階  

特
別
展
示
室

龍馬暗殺・近江屋

地域会場

ヒ
ー
ロ
ー
坂
本
龍
馬
・
誕
生
！

１
８
８
３（
明
治
16
）年『
土
陽
新
聞
』に
連
載
さ
れ
、坂
本

龍
馬
イ
メ
ー
ジ
の
骨
格
を
形
成
し
た
最
初
の
龍
馬
伝

「
汗
血
千
里
の
駒
」の
内
容
を
全
挿
絵
と
と
も
に
紹
介
。

自 由 民 権 記 念 館 だ よ り
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□	第88回高知近代史研究会報告「薩長盟約の実態ー英雄史観からの脱却ー」
□	展示環境等をリニューアル!
□	「志国高知	幕末維新博」関連企画展
□	第17回社会科自由研究作品展報告
□	民権家人物録「弘田伸武」

■
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ

克
服
す
べ
き
課
題
は
ど
こ
に

　

高
知
に
戻
っ
て
き
た
も
の
の
職
は
な
く
、さ
て
如

何
し
た
も
の
か
と
思
案
し
て
い
た
矢
先
、縁
あ
っ
て
、

当
時
の
自
由
民
権
記
念
館
の
関
田
館
長
か
ら
、資
料

目
録
の
編
集
作
業
を
し
て
み
な
い
か
と
声
を
か
け
ら

れ
た
。
平
成
四（
一
九
九
二
）年
の
こ
と
で
あ
る
。
高

知
大
学
の
学
生
二
名
と
共
に
、一
万
点
を
超
え
る
資

料
の
分
類
・
整
理
を
行
い
、記
念
館
の
資
料
目
録
第

一
号
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
の
が『
細
川
家
資
料
目
録
』

で
あ
る
。
こ
の
資
料
群
は
、吾
川
郡
春
野
町
秋
山（
現

高
知
市
）の
細
川
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
、土
佐
藩
郷

士
、自
由
民
権
運
動
家
、明
治
の
キ
リ
ス
ト
教
者
の
あ

り
方
を
具つ

ぶ
さ

に
伝
え
る
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
が
、私
の
土
佐
史
と
の
出
会
い
で
あ
り
、そ

し
て
社
会
と
の
出
会
い
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、私
は
財
団
法
人
土
佐
山
内
家
宝
物
資
料

館
に
就
職
す
る
。
膨
大
な
大
名
家
資
料
を
前
に
、早

速
新
資
料
館
整
備
に
向
け
て
の
準
備
を
始
め
た
が
、

そ
の
際
に
参
考
と
し
た
の
は
、自
由
民
権
記
念
館
で

あ
っ
た
。
潤
沢
な
図
書
購
入
費
、目
配
せ
よ
く
揃
え

ら
れ
た
専
門
誌
、参
考
図
書
の
開
架
、閲
覧
室
の
設
置

等
々
、当
時
の
県
内
文
化
施
設
で
、こ
こ
ま
で
卓
越
し

た
考
え
を
も
っ
た
施
設
は
他
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の

後
、ま
た
縁
あ
っ
て
、自
由
民
権
記
念
館
の
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
検
討
委
員
会
の
委
員
に
な
り
、そ
こ
で
、記
念
館

立
ち
上
げ
に
関
わ
っ
た
士
気
高
き
人
た
ち
の
、細
部

に
ま
で
至
る
こ
だ
わ
り
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、活
動
の
内
容
に
お
い
て
も
然
り
、建
造
物
の
構
造

に
お
い
て
も
然
り
、「
主
張
す
る
施
設
」と
は
か
く
あ

る
べ
き
か
と
感
動
さ
え
覚
え
た
の
で
あ
る
。

　

本
年
三
月
に
、高
知
城
追
手
門
前
に
高
知
県
立
高

知
城
歴
史
博
物
館
が
開
館
、私
た
ち
公
益
財
団
法
人

土
佐
山
内
記
念
財
団
は
そ
の
指
定
管
理
者
と
し
て
、

管
理
・
運
営
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

後
発
館
の
使
命
は
、先
発
館
の
課
題
を
克
服
す
る

こ
と
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、私
た
ち
が
目
標
と
す

る
文
化
施
設
の
一
つ
が
、高
知
市
立
自
由
民
権
記
念

館
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　

公
益
財
団
法
人
土
佐
山
内
記
念
財
団

高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
館
長　

渡
部　

淳
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二
〇
一
六（
平
成
二
八
）年
十
一
月
二
六
日

に
、「
薩
長
同
盟
・
幕
長
戦
争
一
五
〇
年
」共
同

企
画
と
し
て
高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
・
北

川
村
立
中
岡
慎
太
郎
館
と
共
催
で
開
催
し
た
講

演
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

　

今
年（
二
〇
一
六
年
）が
薩
長
盟
約
一
五
〇
年
、

来
年
が
大
政
奉
還
一
五
〇
年
、再
来
年
が
戊
辰
戦

争
一
五
〇
年
、そ
し
て
大
河
ド
ラ
マ「
西
郷
ど
ん
」

の
放
映
が
決
定
し
た
。

　

な
ぜ
、幕
末
維
新
史
が
人
気
な
の
か
と
い
う

と
、日
本
史
上
で
も
有
数
の「
激
動（
大
転
換
）期
」

だ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
一
八
五
三
年
の

ペ
リ
ー
来
航
か
ら
一
八
七
一
年
の
廃
藩
置
県
ま

で
の
十
数
年
の
間
に
、身
分
制
の
打
破
、封
建
制

か
ら
資
本
制
へ
生
産
様
式
が
移
行
す
る
と
い
う
、

ま
さ
に
変
革
期
特
有
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
溢
れ

る
点
に
あ
る
。
薩
長
盟
約
も
こ
の
時
期
の
有
名

な
出
来
事
で
あ
る
。

　

結
論
か
ら
い
う
と
、薩
長
盟
約
は
、世
間
が

思
っ
て
い
る
ほ
ど
大
し
た
出
来
事

で
は
な
い
。

　

長
年
に
わ
た
る
通
説
で
は
、慶

応
二
年（
一
八
六
六
）一
月
に
、西

郷
隆
盛
、小
松
帯
刀
・
木
戸
孝
允

ら
の
間
で
締
結
さ
れ
た
、幕
末
政

治
史
上
で
も
画
期
を
な
す
も
の
と

し
て
特
別
視
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、近
年
の
有
力
な
説
は
、

盟
約
は
武
力
倒
幕
を
目
指
し
た
軍

事
同
盟
で
は
な
く
、薩
摩
藩
が
長

州
藩
の
政
治
的
復
権（
冤
罪
赦
免
）

に
向
け
て
周
旋
尽
力
す
る
こ
と
を

一
方
的
に
約
束
し
た
も
の
で
、締

結
後
に
薩
摩
藩
が
忠
実
に
約
束
を

履
行
し
た
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、木
戸
が
上
洛
す
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い

て
、慶
応
元
年
末
に
、西
郷
の
依
頼
を
受
け
た
黒

田
清
隆
が
、単
身
山
口
に
乗
り
込
ん
で
、木
戸
に

上
洛
を
促
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、木
戸
の
後
年
の
回
想
・
手
記
に
出
て

く
る
薩
摩
藩
士
は
黒
田
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

大
坂
に
到
着
し
た
黒
田
が
京
都
に
い
る
西
郷
に

送
っ
た
書
翰
に
、西
郷
に
木
戸
を
出
迎
え
て
ほ
し

い
と
書
か
れ
て
い
る
。
史
料
か
ら
う
か
が
え
る

西
郷
の
人
間
性
は
、気
配
り
の
人
で
、非
常
に
細

か
い
と
こ
ろ
ま
で
よ
く
気
が
付
く
人
物
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、西
郷
が
黒
田
に
木
戸
の
上
洛
を
促
す

よ
う
依
頼
し
た
の
な
ら
、自
ら
率
先
し
て
迎
え
に

行
く
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、西
郷
自
身
が
盟
約
成

立
の
た
め
、積
極
的
に
行
動
し
た
と
は
い
い
が
た

い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、盟
約
に
関
わ
る
不
可
解
な
点
は
、坂
本

龍
馬
宛
木
戸
孝
允
書
翰
以
外
に
、薩
長
間
に
盟
約

関
係
が
成
立
し
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
証
明
す

る
史
料
が
存
在
し
な
い
こ
と
だ（
と
く
に
薩
摩
側

に
は
な
い
）。

　

慶
応
三
年
六
月
時
点
で
、薩
摩
・
土
佐
両
藩
首

脳
の
間
で
結
ば
れ
た
薩
土
盟
約
は
、「
約
定
の
大

綱
」や「
約
定
書
」が
、国
元
の
島
津
久
光
な
ど
に

き
ち
ん
と
報
告
さ
れ
、現
存
し
て
い
る
。

　

ま
た
、木
戸
書
翰
の
内
容
は
実
に
奇
妙
奇
天
烈

で
異
様
で
あ
る
。

　
「
皇
国
の
大
事
件
」と
い
う
言
葉
が
四
回
出
て

く
る
。
そ
し
て
龍
馬
に
裏
書
を
求
め
る
文
言
も

四
回
出
て
く
る
。
一
人
に
宛
て
た
手
紙
で
こ
れ

は
異
様
で
あ
る
。そ
も
そ
も
、木
戸
は
ど
う
し
て
、

龍
馬
に
西
郷
の
発
言
内
容
の
確
認
と
、そ
れ
を
証

明
す
る
裏
書
を
求
め
る
と
い
う
回
り
く
ど
い
こ

と
を
し
た
の
か
。

　

ひ
と
つ
に
は
、木
戸
が
山
口
に
帰
っ
て
政
治
活

動
を
す
る
う
え
で
、大
き
な
手
柄
を
必
要
と
し
た

こ
と
に
よ
る
。

　

山
県
有
朋
の
回
想
録
に
、薩
摩
と
の
関
係
改

善
を
渋
る
高
杉
に
対
し
、山
県
が「
木
戸
孝
允
が

せ
っ
か
く
京
都
に
行
っ
て
あ
れ
だ
け
の
手
柄
を

挙
げ
た
の
だ
か
ら
」と
い
っ
て
説
得
す
る
く
だ
り

が
あ
る
。
そ
こ
に
は
追
い
詰
め
ら
れ
た
長
州
を

救
お
う
と
す
る
木
戸
の
悲
壮
な
思
い
が
う
か
が

え
る
。

　

さ
ら
に
西
郷
が
口
頭
で
言
っ
た
た
め
、証
拠
が

残
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、龍
馬
の
裏
書

を
得
る
こ
と
で
、薩
摩
が
逃
れ
ら
れ
な
い
言
質
を

と
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、六
カ
条
の
内
容
を
み
る
と
、第
一
条
の

薩
摩
藩
兵
上
洛
は
、御
所
に
何
か
あ
っ
た
と
き
は

藩
兵
を
京
都
に
派
遣
す
る
と
い
う
、薩
摩
藩
の
従

来
の
方
針
と
同
じ
で
あ
る
。

　

次
に
、こ
れ
は
重
要
な
こ
と
だ
が
、第
五
条
に

出
て
く
る「
決
戦
」の
対
象
は
、幕
府
で
は
な
く
、

朝
廷
上
層
部
と
結
び
つ
い
て
強
い
力
を
発
揮
し

て
い
た
一
会
桑（
禁
裏
守
衛
総
督
・
一
橋
慶
喜
、

京
都
守
護
職
・
松
平
容
保〈
会
津
藩
主
〉、京
都
所

司
代
・
松
平
定
敬〈
桑
名
藩
主
〉）で
あ
る
。
な
か

で
も
会
津
藩
が
長
州
藩
の
政
治
的
復
権
の
障
害

と
な
る
こ
と
が
、当
時
の
政
治
的
経
緯
か
ら
想
定

さ
れ
た
。

　

ま
た
軍
事
同
盟
説
に
つ
い
て
も
次
の
理
由
か

ら
否
定
で
き
る
。

　

ま
ず
、西
郷
は
長
州
藩
の
政
治
的
復
権
に
向
け

て
朝
廷
工
作
を
行
う
こ
と
は
約
束
し
た
も
の
の
、

長
州
藩
と
と
も
に
戦
う
と
い
っ
た
こ
と
は
、い
っ

さ
い
求
め
て
い
な
い
。
そ
し
て
、慶
応
三
年
八
月

の
有
名
な「
三
都
一
時（
に
）事
を
挙
げ
候
策
略
」

で
も
、西
郷
は
長
州
藩
士
に
対
し
、対
徳
川
全
面

戦
争
の
計
画
を
伝
え
な
が
ら
、長
州
側
に
対
し
て

軍
事
力
の
提
供
な
ど
直
接
的
な
協
力
は
い
っ
さ

い
求
め
て
い
な
い
。
軍
事
同
盟
が
締
結
さ
れ
て

い
る
な
ら
、直
接
的
な
協
力
を
求
め
る
は
ず
で
あ

る
。

　

つ
ま
り
、薩
摩
藩
に
と
っ
て
、六
カ
条
の
内
容

は
、倒
幕
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、藩
の
方

針
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
決
し
て
画
期
的
と
は

い
え
な
い
。
だ
か
ら
薩
摩
に
史
料
が
残
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　

盟
約
が
画
期
的
な
も
の
だ
と
思
い
込
ん
で
眺

め
れ
ば
、な
に
も
か
も
そ
の
よ
う
に
見
え
て
く

る
。
だ
が
実
像
は
、慶
応
二・
三
年
段
階
の
薩
摩

藩
の
動
向
は
、基
本
的
に
は
藩
独
自
の
思
惑
と
計

算
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当

と
思
わ
れ
る
。

薩長盟約の実態
―英雄史観からの脱却―

家近  良樹
（大阪経済大学教授）

家近良樹氏

第88回
高知近代史研究会報告
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■
展
示
環
境
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　
「
志
国
高
知 

幕
末
維
新
博
」に
関
連
す
る

企
画
展
の
会
場
と
な
る
、１
階「
自
由
ギ
ャ
ラ

リ
ー
」と
２
階「
特
別
展
示
室
」で
は
、次
の
よ

う
な
展
示
環
境
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
い
ま

す
。

　

27
年
の
間
に
損
耗
し
た
ク
ロ
ス
を
新
し
く

貼
り
替
え
る
と
と
も
に
、照
明
器
具
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ

化
を
行
う
こ
と
で
、以
前
と
比
較
し
て
、よ
り

展
示
資
料
が
見
や
す
く
、か
つ
展
示
資
料
へ
の

影
響
が
少
な
い
環
境
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

■
県
補
助
制
度
を
活
用

　

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
は
、１
９
９
０

（
平
成
２
）年
４
月
の
開
館
以
来
27
年
目
を
迎

え
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、施
設
・
設
備
の
損
耗
・

老
朽
化
が
進
む
一
方
で
、予
算
等
の
関
係
か
ら

部
分
的
な
機
器
の
入
替
等
は
行
っ
た
も
の
の
、

展
示
環
境
等
の
抜
本
的
な
改
善
策
を
講
じ
る

こ
と
が
で
き
ず
に
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、高
知
県
の
主
催
で
開
催
さ
れ
ま
す

「
志
国
高
知 

幕
末
維
新
博
」の
地
域
会
場
と
な

る
こ
と
か
ら
、同
博
に
関
す
る
県
の
補
助
制
度

で
あ
る「
高
知
県
歴
史
観
光
資
源
等
強
化
事
業

費
補
助
金
」を
活
用
し
て
、展
示
環
境
等
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述

の
と
お
り
で
す
が
、そ
の
他
に
も
、こ
の
県
補

助
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
で
、館
内
で
の
公
衆

無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
開
始
や
４
言

語
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
と
い
っ
た
イ
ン
バ

ウ
ン
ド
対
策
、ま
た
館
外
に
あ
る
自
由
民
権
運

動
関
連
史
跡
の
案
内
図
作
成
・
配
布
を
行
う

な
ど
、常
設
展
や
企
画
展
以
外
で
も
様
々
な
情

報
発
信
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
っ
て
自
由

民
権
記
念
館
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
、ま
た
今

後
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。
ぜ
ひ
、ご
来
館

の
う
え
、直
接
お
確
か
め
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

■
展
示
ケ
ー
ス
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

従
来
、当
館
で
使
用
し
て
い
た
展
示
ケ
ー
ス

（
覗
き
型
）は
、全
て
ノ
ン
エ
ア
タ
イ
ト
式
の
も

の
で
あ
り
、展
示
室
内
の
空
調
機
能
に
大
き
く

依
存
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
、よ
り
機
密
性
の
高
い
エ
ア
タ
イ
ト

式
展
示
ケ
ー
ス
を
新
規
購
入
す
る
こ
と
で
、展

示
室
内
の
空
調
に
よ
る
影
響
が
少
な
く
、よ

り
調
湿
機
能
の
高
い
展
示
空
間
の
構
築
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
と
展
示
環
境
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
と
を
併
せ
る
こ
と
で
、今
ま
で

は
資
料
保
護
の
観
点
か
ら
展
示
を
見
送
っ
た

り
、条
件
の
ク
リ
ア
が
難
し
く
借
用
が
出
来
な

か
っ
た
貴
重
資
料
等
に
つ
い
て
も
、展
示
が
可

能
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、今
ま
で
保
有
し
て
い
な
か
っ
た
行
灯

型
の
展
示
ケ
ー
ス
も
２
台
購
入
し
、立
体
物
を

は
じ
め
、よ
り
多
様
な
形
態
の
資
料
を
間
近
に

ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
映
像
機
器
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

　

現
在
、２
階
映
像
展
示
室
に
お
い
て
、「
自
由

と
土
佐
」「
行
動
す
る
思
想
家 

植
木
枝
盛
」（
各

15
分
）と
い
う
２
つ
の
映
像
資
料
を
放
映
し
て

い
ま
す
が
、共
に
27
年
前
に
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、平
成
29
年
度
に
こ
れ
ら
の
映

像
コ
ン
テ
ン
ツ
を
新
作
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
ま
す
。
本
年
度
は
先
行
し
て
映
像
関
係
機

器
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル（
フ
ル
Ｈ
Ｄ
化
）を
行
い

ま
し
た
。

　

映
像
展
示
室
は
も
ち
ろ
ん
、１
階
民
権
ホ
ー

ル
の
映
像
及
び
音
響
機
器
も
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

す
る
こ
と
で
、映
像
展
示
室
に
入
り
き
れ
な
い

団
体
の
皆
さ
ま
へ
の
対
応
を
は
じ
め
、同
ホ
ー

ル
を
使
っ
た
講
演
会
や
研
究
発
表
会
、ま
た
市

民
団
体
等
に
お
け
る
映
画
上
映
会
等
に
お
い

て
も
、よ
り
上
質
な
画
像
及
び
音
響
の
提
供
が

可
能
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、開
館
時
に
放
映
し
て
い
た
中
央
階
段

前
の
ス
ク
リ
ー
ン
映
像
を
復
活
さ
せ
る
と
と

も
に
、デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
機
能
を
追
加
す

る
こ
と
で
、幕
末
維
新
博
関
係
情
報
を
は
じ

め
、さ
ま
ざ
ま
な
画
像
情
報
を
提
供
す
る
こ
と

も
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

展
示
環
境
等
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
！

このギャラリーが、どう変わった
のでしょうか？

この画面も大きくなります。
新作映像にご期待ください。

●
自
由
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　［
各
種
ク
ロ
ス
の
貼
替
］

　
　
壁
、床
、吊
パ
ネ
ル

　
　
壁
ケ
ー
ス
内
の
壁
・
床
・
展
示
台

　［
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
］

　
　
壁
ケ
ー
ス
内
照
明

　
　
室
内
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

●
特
別
展
示
室

　［
各
種
ク
ロ
ス
の
貼
替
］

　
　
壁
ケ
ー
ス
内
の
壁
・
床
・
展
示
台

　［
照
明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
］

　
　
壁
ケ
ー
ス
内
照
明

　
　
室
内
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

「
志
国
高
知　

幕
末
維
新
博
」開
催
に
併
せ
、
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ヒ
ー
ロ
ー
坂
本
龍
馬
・
誕
生
！

　

一
八
八
三（
明
治
十
六
）年『
土
陽
新
聞
』に
連
載
さ

れ
、坂
本
龍
馬
イ
メ
ー
ジ
の
骨
格
を
形
成
し
た
最
初

の
龍
馬
伝「
汗
血
千
里
の
駒
」の
内
容
を
全
挿
絵
と
と

も
に
紹
介
し
ま
す
。

 

期 

間 　

２
０
１
７（
平
成
29
）年

　
　
　

  　

３
月
４
日
㈯
～
９
月
18
日
㈪
・
㈷

 

会 

場 　

２
階 

特
別
展
示
室

最
初
の
龍
馬
伝

　

坂
本
龍
馬
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
は
、自
由
民
権
家

の
坂
崎
紫
瀾
が
一
八
八
三（
明
治
十
六
）年
に『
土
陽
新

聞
』に
連
載
し
た
最
初
の
龍
馬
伝「
汗
血
千
里
の
駒
」と
こ

の
連
載
を
出
版

し
た
刊
本
で
す
。

　

こ
の
連
載
は
自
由

民
権
運
動
へ
の
激
し
い
言
論
弾
圧
の
な
か
始
ま
り

ま
し
た
。
本
人
も
言
論
弾
圧
を
受
け
て
い
た
坂
崎

に
は
、幕
末
の
厳
し
い
状
況
の
中
で
活
躍
す
る
龍
馬

像
と
、自
分
た
ち
民
権
家
像
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と

い
う
意
図
が
あ
り
ま
し
た
。

　

龍
馬
が
残
し
た
近
代
国
家
建
設
の
課
題
は
、い
ま

 

期 

間 　

２
０
１
７（
平
成
29
）年 

４
月
29
日
㈯
・
㈷
～
７
月
２
日
㈰

 

会 

場 　

１
階 

自
由
ギ
ャ
ラ
リ
ー

　

浮
世
絵
の
中
で
も
特
に
多
色
摺
り
の
鮮
や
か
な

色
彩
を
持
つ
版
画
を
指
す「
錦
絵
」。
美
術
品
で
あ

り
、当
時
の
世
相
や
事
件
を
描
く
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

で
も
あ
っ
た
錦
絵
の
、多
面
的
な
魅
力
を
紹
介
し

ま
す
。

　

錦
絵
は
、版
元
で
あ
る
地
本
問
屋
が
出
資
し
、絵
師

が
版
下
と
呼
ば
れ
る
原
画
を
描
き
、彫
師
が
絵
師
の

描
い
た
絵
を
板
に
彫
り
、そ
し
て
摺
師
が
紙
に
摺
る

と
い
う
分
業
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、江
戸
市
中
の「
絵
双
紙
屋
」で
広
く
販
売
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

今
回
の
展
示
で
は
、明
治
憲
法
や
国
会
開
設
を
中

心
と
す
る
当
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
え
、（
株
）灘

ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
様
の
ご
厚
意
に
よ
り
、迫
力
あ

る
戊
辰
戦
争
の
情
景
や
き
ら
び
や
か
な
文
明
開
化
の

錦
絵
が
出
品
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

関
連
企
画
展

「
汗
血
千
里
の
駒
」が
描
く
坂
本
龍
馬

幕
末
・
明
治
の
錦
絵
展

長崎の坂本龍馬

刊本『汗血千里駒』
［個人蔵］

「横浜交易西洋人荷物運送之図」五雲亭（歌川）貞秀／1861（文久元）年
アメリカ、フランス、イギリスなど５か国の船が認められる。近景と遠景
を大胆にとらえた構図の中に、活気あふれる港の様子がうかがえる。

［㈱灘アート
ギャラリー蔵］

大
政
奉
還
１
５
０
年
・
明
治
維
新
１
５
０
年
を
迎
え
、平
成
29
年
３
月
４
日
か
ら
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
、高
知
県
全
域
で
開

催
さ
れ
る「
志
国
高
知
幕
末
維
新
博
」。
自
由
民
権
記
念
館
は
そ
の
地
域
会
場
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

博
覧
会
期
間
中
に
は
、次
に
紹
介
す
る
企
画
展
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
関
連
企
画
を
準
備
し
て
お
り
ま
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

第1弾

第2弾

記
念
講
演
会  「
激
動
期
の
浮
世
絵
」

中
谷
有
里
（
高
知
県
立
美
術
館
学
芸
員
）

　

６
月
17
日
㈯ 

午
後
３
時
〜
５
時

　

１
Ｆ 

民
権
ホ
ー
ル

申込不要



自
由
民
権
運
動
が
担
っ
て
い
る
と
坂
崎
は
考
え
て

い
ま
す
。
連
載
最
後
の
挿
絵
が
自
由
民
権
運
動
の

理
論
的
指
導
者
で
、龍
馬
の
甥
で
あ
る
坂
本
南
海
男

（
直
寛
）の
政
談
演
説
の
図
で
あ
る
こ
と
は
、そ
の
こ

と
を
端
的
に
表
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、連
載
に
は

毎
回
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
、読
者
の
興
味
を
掻
き
立
て

ま
し
た
。

　

こ
う
し
て「
汗
血
千
里
の
駒
」は
今
日
ま
で
続
く

坂
本
龍
馬
イ
メ
ー
ジ
の
骨
格
を
形
成
し
た
作
品
と

な
り
ま
し
た
。

　

本
展
示
で
は
、全
挿
絵
と
と
も
に「
汗
血
千
里
の

駒
」が
描
く
坂
本
龍
馬
を
紹
介
し
ま
す
。 
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演説する坂本直寛 ピストルで応戦する龍馬

土佐に来たお龍

一
八
五
三（
嘉
永
六
）年
生
。

　
一
八
八
一（
明
治
十
四
）年
十
二
月
、一
年

間
の
政
談
演
説
を
禁
止
さ
れ
た
坂
崎
は
、翌

年
一
月
十
五
日
の『
土
陽
新
聞
』に「
言
論
自

由
剥
奪
ノ
広
告
」を
掲
載
し
、さ
ら
に
遊
芸
稼

人
の
鑑
札
を
と
り
馬
鹿
林
鈍
翁
と
名
乗
っ

て
馬
鹿
林
一
座
を
結
成
、二
一
日
か
ら
民
権

講
釈
の
舞
台
に
た
っ
た
。
と
こ
ろ
が
二
二
日

に
演
じ
た「
羅
馬
英
雄
プ
ラ
タ
ス
小
伝
」の
一

節
が
不
敬
罪
に
問
わ
れ
拘
引
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
り
重
禁
固
三
ヶ
月
、罰
金
二
〇
円
、監
視

六
ヶ
月
の
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
判
決
に
対

し
上
告
し
、保
釈
さ
れ
て
い
た
と
き
に『
土
陽

新
聞
』に「
汗
血
千
里
の
駒
」の
連
載
を
開
始

し
た
。

一
九
一
三（
大
正
二
）年
没
。
六
一
歳
。

著 

者坂崎 

紫し

瀾ら
ん

「
紫
瀾
」は
号
、

本
名
は「
斌

さ
か
ん」

高
知
市
民
図
書
館
近
森
文
庫
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
、

「
最
後
の
浮
世
絵
師
」と
い
わ
れ
る
小
林
清
親
の
、明
治
初
期

の
情
趣
あ
ふ
れ
る
風
景
を
描
い
た
作
品
も
何
点
か
紹
介
す

る
予
定
で
す
。

　

世
事
全
般
の
こ
と
を
描
く「
浮
世
絵
」は
、肉
筆
画（
筆
で

書
い
た
も
の
）か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、版
画
の
技
法
の
発

達
に
よ
り
、大
量
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
量

生
産
し
た
も
の
を
売
る
た
め
に
は
大
衆
の
要
求
を
反
映
し

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。当
時
の「
ブ
ロ
マ
イ
ド
」

と
い
え
る
美
人
画
や
歌
舞
伎
役
者
、現
代
な
ら
観
光
地
の
絵

葉
書
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
風
景
画
、当
時
の
人
々
の
耳
目
を

そ
ば
だ
て
さ
せ
た
事
件
な
ど
が
、題
材
と
し
て
多
く
取
り
上

げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

中
で
も
幕
末
の
大
事
件
・
黒
船
来
航
に
始
ま
る
開
国
前

夜
の
情
景
に
材
を
と
っ
た
錦
絵
は「
横
浜
絵
」と
呼
ば
れ
、今

回
は
そ
の
中
で
も
代
表
的
な
作
品
と
さ
れ
る「
横
浜
交
易
西

洋
人
荷
物
運
送
之
図
」が
出
品
さ
れ
ま
す
。

　

戊
辰
戦
争
に
関
し
て
は
、幅
２
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
、パ

ノ
ラ
マ
の
よ
う
な
戦
争
画
を
始
め
、兵
士
を
子
ど
も
や
昆
虫

に
な
ぞ
ら
え
て
風
刺
す
る
、ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
小
品
も
あ

り
ま
す
。

　

天
皇
を
始
め
と
す
る
皇
室
や
維
新
功
労
者

等
の
肖
像
が
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
、明
治
以
降
の
錦
絵
の
特
徴
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
将
軍
や
幕
府
の
要
人
の
肖
像
を

題
材
と
し
て
流
布
さ
せ
る
こ
と
な
ど
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
し
た
。
現
在
の
写
真
週
刊

誌
を
買
い
求
め
る
人
々
に
も
通
じ
る
心
理
が

錦
絵
の
流
行
を
支
え
た
面
も
あ
っ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

錦
絵
と
と
も
に
江
戸
東
京
の
に
ぎ
わ
い
や
、

人
々
の
息
吹
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
る
と

幸
い
で
す
。

「諷刺画子供遊水合戦」
作者不明／制作年不詳
十数人の児童が二手に分かれ
て水合戦をしている。戊辰戦争
を諷刺したもので、左が官軍、右
が幕軍であることが旗印や紋
所から分かる。

「扶桑高貴鏡」楊州周延／1886（明治19）年　
1885（明治18）年に内閣制度が始まった。初代内閣
総理大臣伊藤博文を始めとする11人の閣僚の肖像が
描かれている。

［当館蔵］

［当館蔵］
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会場の様子

第17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

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞

地域･
福祉

はりまや橋
小学校 2 井上　哲周 人にやさしいくふうと

ユニバーサルデザイン

歴史 昭和小学校 3 要　　美帆 昔と今のくらしの研究

総合 大津小学校 3 弘田　彩葉 平和なくらしと原ばくについて

環境 第六小学校 4 藤塚　正浩 みぢかな水の流れと使い方

産業･
交通 昭和小学校 4 横山　大明 ～海の県道278号～

高知県営渡船

人物 朝倉第二小学校 5 谷脇　璃美 豊臣秀吉

地理･
文化

介良潮見台
小学校 5 矢田万里奈 全国の郷土料理と特産品調べ

～高知県を詳しく～

体験 高須小学校 6 片岡　龍弥 プロ野球選手に密着取材!!
自
由
の
ふ
る
さ
と
賞

環境

大津小学校 1 藤原　快成 ぽいすてはどれくらい
あるのかな

秦小学校 4 岡田　怜奈 集められたゴミがどうなるか

一ツ橋小学校 4 山村　真慧 ゴミの行方

潮江南小学校 6 牧　　蒼依 シカの食害について

立
志
社
賞

産業･
交通

鴨田小学校 2 筒井ひかり こうちのろめんでんしゃに
ぜんぶのったよ

五台山小学校 3 蒲原　拓樹 高知市内のトンネル調査

横浜新町小学校 3 河添　真宙 おじいちゃんの仕事
しきびのさいばい

潮江小学校 5 水井　優星 自動販売機の歴史にせまる

江陽小学校 6 黒川みのり ウエディングプランナーの仕事

夢
・
人
・
自
由
賞

人物

昭和小学校 4 前川宗太朗 長宗我部元親について

一ツ橋小学校 4 衛藤　　篤 発見！東久万
～寺田寅彦の墓～

高知大学教育
学部附属小学校 5 永澤　奏優 高知のすてきな

ふたりの作曲家

高須小学校 6 川下　陽菜 龍馬の生涯

賞 分野 学  校 学年 氏  名 作品名

よ
さ
こ
い
民
権
賞

総合

小高坂小学校 4 德平　隆佑 みんなの命はみんなで守る

十津小学校 4 前田　祐依 高知市学校給食について

はりまや橋
小学校 5 森　　美玲 全国のお祭り

はりまや橋
小学校 5 島﨑　　碧 日本の昔の家のつくり

ジ
ョ
ン
万
次
郎
賞

体験

高須小学校 1 杉浦　　理 2016せとうちげいじゅつさい

初月小学校 3 古北菜々美 アミーゴお仕事体けん

小高坂小学校 6 石筒早楽子 土佐の味
～高知の夏の郷土料理～

横内小学校 6 竹崎　天満 自転車 おとこ旅

自
由
の
と
も
し
び
賞

地域･
福祉

旭小学校 3 小松　寛之 土砂くずれ防止にGO!

昭和小学校 3 小松　夏穂 今、私にできること
～しょうがいを考える～

はりまや橋
小学校 5 早川　知香 徹底調査 日曜市

横浜新町小学校 5 宗光　飛羽 本屋さんの大研究

植
木
枝
盛
賞

地理･
文化

初月小学校 3 大坪　奈央 土佐弁と私

第六小学校 4 伊林　美希 日本の国技すもう
～その歴史といま～

昭和小学校 5 信清　択実 世界遺産姫路城のひみつ

三里小学校 5 北村　美月
ようこそ日本各地から桂浜へ
ナンバープレートから
わかった日本の地名など

板
垣
退
助
賞

歴史

横浜新町小学校 3 森澤　実咲 古民家から学ぶ知恵と工夫

介良潮見台
小学校 4 梶原　大晴 国宝 彦根城について

一ツ橋小学校 6 横山　美里 平山城（高知城)と
海城（今治城）の比較

初月小学校 6 大坪　茉緒「土佐神社」

　

こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
10
周
年
を

記
念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
17
回
目
と
な

り
ま
す
。
今
回
も「
歴
史
」「
人
物
」「
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
34
校
、中
学
校
１
校
か
ら
合
計

３
０
８
点
の
応
募
が
あ
り
、そ
の
中
か
ら

41
点
を
特
別
賞
に
選
定
し
、２
月
11
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「アコー
ディオンとパーカッションの演奏」
で大いに盛り上がりました。

第17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
29
年
１
月
21
日（
土
）～
２
月
５
日（
日
）

　

後
期　

２
月
７
日（
火
）午
後
１
時
～
２
月
23
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
等
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
１
名
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

全
問
正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で
ク
リ
ア

フ
ァ
イ
ル
、バ
ッ
ク
、木
製
コ
ー
ス
タ
ー

を
そ
れ
ぞ
れ
20
名
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま

し
た
。

　

期
間
中
１
，３
８
２
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
。

当館マスコットキャラクター
「じゅっぴー」
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資
料
紹
介

◆
細
川
家
資
料

　

当
館
が
所
蔵
す
る
幕
末
維
新
期
を
含
む
資
料

群
の
中
で
最
大
の
も
の
は
、本
号
一
面
で
渡
部

氏
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
一
万
点
を
超
え
る
細
川

家
資
料
で
す
。
細
川
家
は
秋
山
村（
高
知
市
春
野

町
秋
山
）の
郷
士
で
近
世
は
島
村
を
称
し
、右
馬

丞
義
郷
の
時
に
維
新
を
迎
え
、一
八
六
九（
明
治

二
）年
姓
を
本
姓
で
あ
る
細
川
に
改
め
、翌
年
家

督
を
息
子
善
馬
こ
と
義
昌
に
譲
っ
て
い
ま
す
。

　

細
川
義
昌
は
、幕
末
に
は
高
松
征
討
、天
皇
東

京
行
幸
に
随
行
し
、一
八
七
一（
明
治
四
）年
に

は
廃
藩
置
県
に
と
も
な
い
新
政
府
の
軍
事
力
と

し
て
編
成
さ
れ
た
御
親
兵
の
一
員
と
し
て
上
京

し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
地
域
名
望
家
と
し
て
活

動
し
な
が
ら
、自
由
民
権
運
動
、県
会
・
衆
院
議

員
、水
産
業
界
、社
会
事
業
、キ
リ
ス
ト
者
な
ど

多
方
面
で
活
躍
し
た
人
物
で
す
。

　

幕
末
維
新
期
の
資
料
と
し
て
は
、ま
ず
日
記

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
義
郷
が『
春

秋
自
記
帖
』と
名
付
け
た
日
記
は
天
保
か
ら

一
八
六
九（
明
治
二
）年
ま
で
の
も
の
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
郷
士
の
日
常
生
活
が
詳
細
に

記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、幕
末
維
新

期
に
な
る
と
緊
張
し
た
世
相
、政
治
状
況

の
記
事
が
増
え
、そ
れ
に
対
す
る
義
郷
の

分
析
や
感
想
も
記
さ
れ
る
な
ど
、幕
末
郷

士
の
動
向
だ
け
で
な
く
、そ
の
意
識
状
況

を
検
討
す
る
恰
好
の
資
料
と
評
価
さ
れ
ま

す
。

　

義
昌
も『
春
秋
自
記
帖
』と
称
す
る
日
記

「
志
国
高
知
・
幕
末
維
新
博
」に
あ
わ
せ
、当
館
が
所
蔵
す
る
幕
末
維
新
史
に

関
す
る
資
料
を
四
回
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
ま
す
。

を
残
し
て
い
ま
す
が
、多
く
が
現
存
す
る
の
は

一
八
八
一（
明
治
十
四
）年
以
降
で
、幕
末
維
新

期
は
一
八
六
八（
慶
応
四
）年
と
一
八
七
一（
明

治
四
）年
の
も
の
で
す
。
一
八
六
八
年
の
も
の

は『
万
日
記
簿
』と
題
し
、天
皇
東
京
行
幸
に
随

行
し
た
と
き
の
も
の
で
、一
八
七
一
年
の
も
の

は『
春
秋
自
記
帖 

第
壱
号
』と
題
し
た
御
親
兵

時
代
の
も
の
で
あ
り
、い
ず
れ
も
幕
末
維
新
期

を
一
兵
士
の
視
点
か
ら
記
録
し
た
も
の
と
し
て

大
変
興
味
深
い
内
容
で
す
。

　

次
に
、書
簡
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
、天
皇
東

京
行
幸
に
随
行
す
る
義
昌
に
義
郷
が
あ
て
た

書
簡
、ま
た
御
親
兵
時
代
に
は
母
か
ら
義
昌
に

あ
て
た
書
簡
が
残
り
、日
記
と
合
わ
せ
て
、幕
末

維
新
期
を
生
き
た
土
佐
郷
士
の
貴
重
な
資
料
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

細
川
家
資
料
は
、近
世
か
ら
近
代
に
い
た
る

膨
大
な
資
料
群
で
あ
り
、様
々
な
観
点
か
ら
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は
、『
細
川
家

資
料
目
録
』（
一
九
九
六
年
）を
ご
覧
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

（上）『万日記簿』慶応4年7月5日
京都へ出発したことが記されている。

（下）『春秋自記帖 慶応4年』
7月5日の項に、「善馬京師へ出足 見立
客七拾余人」とある。

民
権
家
人
物
禄弘

ひろ

田
た

　伸
のぶたけ

武
（1850～不明）

　

一
八
五
〇（
嘉
永
三
）年
、高
知
市
中
新
町

に
生
ま
れ
る
。
幼
名
は
専
吉
。
維
新
前
は
、

剣
術
師
範
等
を
し
て
い
た
が
、一
八
六
八（
慶

応
四
）年
、戊
辰
戦
争
が
勃
発
す
る
と
、土
佐

藩
砲
兵
と
し
て
出
兵
し
、母
成
峠
の
戦
い
で

負
傷
す
る
。
維
新
後
の
一
八
六
九（
明
治
二
）

年
、御
親
兵
と
し
て
出
仕
し
、砲
隊
大
工
係
の

ち
に
砲
隊
伍
長
、陸
軍
軍
曹
と
な
る
。

　

一
八
七
四（
明
治
七
）年
、砲
兵
教
導
団
に

入
団
し
同
年
帰
県
、除
隊
後
巡
査
と
な
る
。

　

一
八
七
五（
明
治
八
）年
、娘
婿
の
父
杉
本

鷲
郎
と
と
も
に
一
等
発
起
人
と
し
て
立
志
社

に
入
社
す
る
と
、翌
年
、立
志
学
舎
世
話
方
と

な
り
、翌
々
年
慶
應
義
塾
か
ら
雇
い
入
れ
て

い
た
立
志
学
舎
の
教
員
交
代
交
渉
の
た
め
上

京
す
る
。

　

一
八
七
七（
明
治
十
）年
、西
南
戦
争
が
勃

発
。
土
佐
で
も
立
志
社
幹
部
を
中
心
に
呼
応

し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
が
、結
局
挙

兵
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。し
か
し
政
府
は
、

挙
兵
に
加
担
し
た
と
し
て
二
五
名
を
逮
捕

し
、十
年
か
ら
百
日
の
量
刑
に
処
し
た
。
立

志
社
の
獄
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
弘
田

も
藤
好
静
と
村
松
政
克
が
薩
摩
の
桐
野
利
秋

と
面
談
し
て
い
た
こ
と
を
隠
蔽
し
た
と
し
て

禁
獄
一
年
の
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、翌
年
東
京

か
ら
福
島
獄
舎
へ
移
送
さ
れ
る
。

　

一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
、満
期
で
出
獄

し
帰
県
。
九
月
二
九
・
三
十
の
両
日
、来
県
中

の
河
野
広
中
の
訪
問
を
受
け
る
が
不
在
で

あ
っ
た
た
め
、翌
十
月
一
日
、坂
本
南
海
男

（
直
寛
）と
一
緒
に
河
野
の
宿
舎
を
訪
問
す

る
。
同
月
五
日
に
は
満
期
出
獄
の
祝
宴
が
張

ら
れ
、八
十
余
名
の
来
会
者
が
あ
っ
た
。

　

翌
年
二
月
九
日
大
坂
へ
赴
く
植
木
枝
盛
に

同
行
し
、十
五
日
栗
原
亮
一
、永
田
一
二
ら
と

愛
国
社
に
会
す
。
三
月
二
十
日
に
帰
県
す
る

が
、四
月
八
日
、愛
国
社
の
機
関
紙『
愛
国
志

林
』発
行
事
務
の
た
め
再
び
上
坂
す
る
。

　

一
八
八
二（
明
治
十
五
）年
、七
月
に
稲
荷

新
地
香
雲
閣
で
開
か
れ
た
北
町
第
一
期
自
由

懇
親
会
や
十
一
月
の
赤
岡
海
浜
で
の
旧
海
南

自
由
党
魚
漁
大
懇
親
会
の
発
起
人
に
な
り
参

加
。

　

一
八
八
四（
明
治
十
七
）年
四
月
、坂
崎
紫

瀾
が「
自
由
燈
」主
筆
と
し
て
上
京
す
る
こ
と

に
な
り
、発
起
人
総
代
と
し
て
稲
荷
新
地
松

鶴
楼
で
送
別
懇
親
会
を
開
く
。
こ
の
と
き
坂

本
南
海
男
が
送
別
歌
を
披
露
し
て
い
る
。

　

翌
年
一
月
二
十
日
、山
田
平
左
衛
門
、荒
尾

覚
造
と
九
州
へ
出
発
。
帰
県
し
て
二
五
日
、

松
鶴
楼
で
旧
御
親
兵
並
び
に
旧
近
衛（
騎
砲

銃
）三
兵
大
懇
親
会
の
発
起
人
に
な
り
出
席
。

芸
妓
愛
吉
が
祝
詞
を
述
べ
て
い
る
。
五
月
に

な
り
土
陽
新
聞
社
を
退
社
。

　

一
八
八
九（
明
治
二
二
）年
四
月
に
は
、自

由
党
員
と
し
て
、高
知
市
会
議
員
に
立
候
補

し
、当
選
す
る
が
、十
一
月
に
辞
職
。
翌
年
、

伊
東
物
部
と
と
も
に
浮
津
捕
鯨
会
社
紛
議
の

仲
裁
に
尽
力
し
た
。そ
の
後
の
消
息
は
不
明
。
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  6月17日（土）15：00～17：00  

■高知近代史研究会第90回研究会
　企画展「幕末・明治の錦絵」記念講演会
「激動期の浮世絵」

講師：中谷有里（高知県立美術館学芸員）
会場：民権ホール

多色刷り木版の浮世絵（錦絵）は18世紀に
確立されてから明治期に至るまで、社会と密
接にかかわりながら庶民に親しまれました。
幕末維新の社会の激動期においては、錦絵
にも主題、表現手法、錦絵を囲む環境など
に、さまざまな変化が訪れます。
本講演では揺れ動く時代ならではの浮世絵
の魅力について、美術史の観点を交えながら
お話します。

  7月21日（金） 予定  

■夏休み子ども歴史教室
小中学生が、館内で自由民権運動に関する
クイズラリーに挑戦。
※学校を通じて申込受付

  8月26日（土）～9月3日（日）  

■共同企画展
「震災報道写真パネル展」

会場：自由ギャラリー
主催：伊予鉄総合企画㈱・自由民権記念館

震災報道写真（高知新聞社撮影）のパネル展
示を行います。昭和南海地震やチリ地震に
よる津波災害から東日本大震災まで、約80点
を展示する予定です。来るべき南海トラフ地
震に備えるためにも、ぜひご覧ください。

※入場無料

  3月4日（土）～9月18（月・祝）  

■「志国高知 幕末維新博」関連企画展  第1弾
「汗血千里の駒」が描く坂本龍馬

会場：2階特別展示室
※常設展観覧券が必要

  3月16日（土）15：00～17：00  

■高知近代史研究会第89回研究会
　「志国高知 幕末維新博」関連講演会
「幕末維新150年 近代日本と土佐

－維新・民権期の思想、理念はどのように
実現され定着してきたのか－」

講師：川田  稔（名古屋大学名誉教授）
会場：民権ホール

維新期から民権期にかけて形成されてきた、
自由や独立、民権の思想や理念が、濱口雄幸
らの政党政治をへて、日本国憲法下の現在ま
で、制度的にどのように実現され定着してき
たのかを考えます。

  4月29日（土・祝）15：00～17：00  

■友の会総会・記念講演会
「兆民からの思想山脈」

講師：猪野  睦（文芸評論家・H28年度高知県
文化賞受賞・高知ペンクラブ顧問）

会場：研修室
※総会  13：30～

  4月29日（土・祝）～7月2日（日）  

■「志国高知 幕末維新博」関連企画展  第2弾
幕末・明治の錦絵展

会場：自由ギャラリー
※常設展観覧券が必要

  8月26日（土）15：00～17：00  

■高知近代史研究会第91回研究会
　「志国高知 幕末維新博」関連講演会
「神山左多衛の幕末明治」

講師：渋谷雅之（徳島大学名誉教授）
会場：研修室

神山左多衛は土佐藩が提出した大政奉還建
白書の副書に署名した4人の重臣の一人。イ
カルス号水兵殺害事件のため長崎に移動し
た佐々木三四郎に代わり、土佐藩の大監察と
して歴史に登場した神山は、太政官弁事とし
て岩倉具視のもとで新政府確立のため奔走
する。土佐人らしい〝いごっそう〟ぶりを発揮
して闊達に生きた神山左多衛の幕末明治を
語る。

  9月16日（土）～11月26日（日）  

■「志国高知 幕末維新博」関連企画展  第3弾
土佐の絵図・地図展（仮題）

会場：自由ギャラリー
※常設展観覧券が必要

申込不要

申込不要

申込不要 申込不要

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。（春・夏）

　高知市中心部民権史跡案内図がこのほど
出来上がりました。自由民権運動を彩る人物
や民権結社など、紹介する史跡は37か所。そ
のほとんどが、徒歩や電車・バスなどの公共
交通機関で気軽に訪れることができます。当
館の展示とともに、自由民権運動の歴史や、そ
の背景となった時代などを体感してください。
当館やこうち旅広場（JR高知駅南口）ほかで
無料配布しています。
※「志国高知 幕末維新博」関連事業として制作。

完成！高知市中心部 民権史跡案内図完成！高知市中心部 民権史跡案内図


