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□	板垣退助生誕180年「子どもたちに伝えたい板垣退助｣展	記念講演会
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安
芸
と
自
由
民
権
運
動

　

安
芸
市
仁
井
田
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
る「
懇
親
会
席

上
演
説
絵
馬
」を
初
め
て
み
た
の
は
、自
由
民
権
記
念
館

の
展
示
室
で
あ
っ
た
。
当
時
、ま
だ
安
芸
市
立
歴
史
民
俗

資
料
館
に
就
職
し
た
も
の
の
、ほ
と
ん
ど
郷
土
の
歴
史
に

う
と
か
っ
た
私
は
、こ
ん
な
絵
馬
が
安
芸
に
あ
る
の
か
と

驚
い
た
。
絵
馬
と
い
え
ば
、船
や
歴
史
で
有
名
な
人
物
、

歴
史
画
を
描
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
明
治
の

自
由
民
権
運
動
が
盛
ん
な
時
、よ
く
行
わ
れ
て
い
た
夜
学

や
演
説
会
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、文
字
で
書
か
れ
た

も
の
は
多
い
が
、視
角
的
に
見
え
る
絵
画
資
料
は
少
な

い
。
そ
の
意
味
で
、こ
の
絵
馬
は
大
変
貴
重
で
あ
る
、と

の
お
墨
付
き
を
得
て
、安
芸
市
の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た
の
は
、一
昨
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

安
芸
と
自
由
民
権
運
動
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、あ
ま

り
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に「
共
究
会
」「
芸

陽
倶
楽
部
」が
あ
り
、共
究
会
に
は
、土
居
廓
中
の
武
家
出

身
の
人
が
多
か
っ
た
、と
い
う
こ
と
だ
け
が
知
ら
れ
て
い

る
。

　

た
だ
、『
植
木
枝
盛
日
記
』を
見
る
と
、当
時
の
様
子
が

垣
間
見
え
る
。
明
治
二
十
二
年
四
月
、県
東
部
に
遊
説

に
行
っ
た
際
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

「
芸
陽
ク
ラ
ブ
に
て
談
話
。
夜
懇
親
会
、余
演
説
す
」と
あ

る
。
ま
た
、「
愛
宕
座
劇
場
に
て
演
説
会
を
開
く
。
聴
客

一
千
三
百
全
く
場
内
に
充
積
す
る
」と
あ
る
よ
う
に
、多

く
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

平
成
六
年
に
刊
行
さ
れ
た『
土
佐
自
由
民
権
運
動
日

録
』を
見
る
と
、安
芸
の
あ
ち
こ
ち
で
演
説
会
等
が
開
か

れ
、多
く
の
人
が
集
ま
り
、盛
り
上
が
っ
て
い
た
そ
の
熱

気
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
本
に
は
、立
志
社
が
設
立
さ
れ

た
明
治
七
年
か
ら
明
治
三
十
五
年
ま
で
の
土
佐
の
自
由

民
権
運
動
の
出
来
事
が
年
月
日
順
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

買
っ
た
当
初
は
、さ
っ
と
目
を
通
し
た
だ
け
で
、そ
の
ま

ま
置
い
て
い
た
が
、今
回
改
め
て
見
る
と
、民
権
運
動
の

み
な
ら
ず
、当
時
の
土
佐
の
一
日
一
日
の
動
き
が
よ
く
わ

か
る
。
丹
念
に
読
み
込
む
と
、新
た
な
発
見
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、と
期
待
を
膨
ら
ま
し
て
い
る
こ
の
頃
で
あ

る
。

安
芸
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館　

学
芸
員　

門
田
由
紀

記念館を上空から臨む
（ドローンからの撮影）
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２
０
１
８（
平
成
30
）年
３
月
３
日
、板
垣
退

助
生
誕
１
８
０
年「
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い 

板
垣
退
助
」展
記
念
講
演
会
・
第
93
回 

高
知
近

代
史
研
究
会
と
し
て
開
催
し
た
要
旨
を
掲
載
し

ま
す
。

　

自
由
民
権
運
動
は
、第
二
次
世
界
大
戦
後
の
い

わ
ゆ
る「
戦
後
民
主
主
義
」の
潮
流
の
な
か
で
注

目
さ
れ
、盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た

議
論
に
お
い
て
、自
由
民
権
運
動
と
は
、近
代
天

皇
制
国
家
、君
主
政
体
の
封
建
制
度
に
対
抗
し
な

が
ら
、西
欧
的
な
立
憲
的
代
議
政
体
の
樹
立
を
目

指
し
た「
日
本
最
初
の
民
主
主
義
運
動
」で
あ
る

と
さ
れ
、全
国
的
な
広
が
り
と
、全
国
民
的
な
高

ま
り
を
も
っ
て
展
開
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、そ
れ
か
ら
半
世
紀
近
く
が
経
過
す
る

な
か
で
、自
由
民
権
運
動
に
対
し
て
様
々
な
見
方

が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
政
府
と
民
権

運
動
と
は
必
ず
し
も
対
立
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
近
代
国
家
の
建
設
」「
民
衆
の
国
民
化
」と
い
う

大
枠
で
は
共
通
し
て
お
り
、民
権
運
動
と
民
衆
と

は
、「
反
政
府
」「
反
権
力
」と
い
う
点
で
は
共
通
し

て
い
た
も
の
の
、政
治
意
識
は
乖
離
し
て
い
た
と

す
る
見
方（
牧
原
憲
夫『
民
権
と
憲
法
』）が
大
き

な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、ま
た
、自
由
民

権
運
動
は
、江
戸
時
代
の「
身
分
制
社
会
」の
後
枠

を
作
り
出
そ
う
と
し
た
も
の
だ
と
位
置
づ
け
る

著
作（
松
沢
裕
作『
自
由
民
権
運
動
』）も
現
れ
て

い
る
。

　

し
か
し
、い
ず
れ
に
せ
よ
、自
由
民
権
運
動
が
、

前
近
代
の
価
値
基
準
を
意
識
的
に
否
定
し
、西

欧
の
近
代
的
な
価
値
基
準
に
基
づ
い
て
運
動
を

行
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
最
大
の
目

的
が
国
会
開
設
で
あ
り
、ま
た
国
会
開
設
が
決
定

し
て
か
ら
後
は
、国
会
で
の
活
動
を
想
定
し
た
運

動
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、自
由
民
権
運
動
の
始

ま
り
を
、一
八
七
四（
明
治
七
）年
の
、板
垣
退
助

ら
が
愛
国
公
党
を
結
成
し
て
民
撰
議
院
設
立
建

白
書
を
提
出
し
た
と
き
と
す
る
見
解
は
、い
ず
れ

の
研
究
に
お
い
て
も
お
お
よ
そ
の
一
致
を
見
る
。

　

し
か
し
、こ
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
は
、以

下
に
説
明
す
る
よ
う
に
、板
垣
た
ち
が
急
ご
し

ら
え
で
提
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
明
治
政
府

の
開
始
に
あ
た
っ
て
、天
皇
は
、神
に
誓
う
形
で
、

「
五
箇
条
御
誓
文
」の
な
か
で「
広
ク
会
議
ヲ
興

シ
、万
機
公
論
ニ
決
ス
ヘ
シ
」と
述
べ
た
。
板
垣

だ
け
で
は
な
く
明
治
政
府
も
、公
議
輿
論
の
尊
重

を
理
念
に
掲
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
念

を
実
現
す
べ
く
、政
府
は
政
府
な
り
に
試
行
錯
誤

を
繰
り
返
し
た
。
し
か
し
、当
初
、政
府
が
設
置

し
た
議
事
機
関
の
議
員
は
、い
ず
れ
も
政
府
に

よ
っ
て
選
ば
れ
る
も
の（
官
撰
）で
し
か
な
く
、立

候
補
の
自
由
も
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
そ
の
よ
う
な
政
府
に
も
変
化
が
起
き

る
。
政
府
の
議
院「
左
院
」の
な
か
で
民
撰
議
院

の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
板
垣
は
そ
う
し
た
議
論
の
最
大
の

理
解
者
と
な
っ
て
い
っ
た
。
征
韓
論
を
め
ぐ
っ

て
対
立
が
起
き
た
の
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
で

あ
っ
た
。
征
韓
論
の
紛
擾
を
前
に
、左
院
の
民
撰

議
院
論
は
、一
度
は
棚
上
げ
さ
れ
る
も
の
の
、そ

の
政
争
の
決
着
の
仕
方
が
、民
撰
議
院
論
を
再
燃

さ
せ
る
。
従
来
、征
韓
論
と
、下
野
後
の
民
撰
議

院
設
立
論
と
の
連
関
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
少

な
い
が
、実
は
こ
の
両
者
は
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
つ
ま
り
、閣
議
で
西
郷
隆
盛
の
朝
鮮
派
遣

が
一
旦
決
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
が

不
正
な
手
段
で
覆
さ
れ
た
、そ
の
手
続
き
の
仕
方

へ
の
憤
り
が
、民
撰
議
院
設
立
建
白
書
の
提
出
に

つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、板
垣
ら
が
下

野
し
て
の
ち
、政
府
に
大
量
の
建
白
書
が
寄
せ
ら

れ
た
が
、そ
の
多
く
が
、征
韓
論
に
賛
同
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、征
韓
論
に
賛
同
す
る「
衆

論
」「
衆
心
」が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、少

数
の
官
僚
が
、多
数
の
輿
論
を
閑
却
し
て
、勝
手

な
こ
と
を
し
て
い
る
と
、板
垣
も
世
論
も
認
識
し

て
お
り
、そ
れ
を
民
撰
議
院
の
開
設
に
よ
っ
て
矯

正
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公
議
輿
論
の
尊
重
を
掲

げ
て
始
ま
っ
た
自
由
民
権
運
動
は
、政
府
に
対
抗

す
る
た
め
に
勢
力
を
拡
大
し
て
い
く
。
し
か
し
、

運
動
の
な
か
で
、自
分
の
正
義
を
過
信
す
る
あ
ま

り
、暴
力
に
よ
る
改
革
を
も
容
認
し
て
し
ま
う
よ

う
な
人
々
も
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で

は
、人
び
と
の
自
由
や
権
利
を
伸
張
す
る
た
め
に

始
め
た
運
動
が
、人
び
と
の
生
命
や
財
産
を
脅
か

し
か
ね
な
い
。
板
垣
は
運
動
の
そ
う
し
た
側
面

を
反
省
し
、議
会
政
治
―
言
論
に
よ
る
改
革
、法

の
手
続
き
を
重
視
し
、社
会
に
対
し
て
は
、知
識

を
蓄
え
、公
正
や
理
性
の
心
を
養
う
こ
と
、多
様

な
意
見
の
な
か
で
活
発
な
議
論
を
行
う
こ
と
が

大
事
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

そ
れ
が
政
府
を
監
視
で
き
る
、成
熟
し
た
社
会
を

つ
く
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、国
家
の
た
め
に
な
る

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
と
は
思
う
ほ

ど
容
易
で
は
な
い
。
議
会
政
治
が
始
ま
る
と
、党

組
織
の
方
針
と
党
員
個
人
の
考
え
と
の
相
違
、組

織
運
営
の
問
題
な
ど
様
々
な
困
難
に
ぶ
つ
か
り
、

結
局
、板
垣
は
政
界
の
引
退
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
。

　

歴
史
と
い
う
も
の
は
、様
々
な
要
因
が
絡
み
合

い
、結
果
を
生
み
出
す
。
突
然
運
動
が
始
ま
る
わ

け
で
も
、終
わ
る
わ
け
で
も
な
い
。
今
日
か
ら
見

れ
ば
、失
敗
も
あ
り
未
熟
な
部
分
も
あ
っ
た
自
由

民
権
運
動
の
歴
史
も
、今
日
生
き
る
私
た
ち
の
国

家
や
社
会
を
考
え
る
た
め
の
材
料
を
充
分
に
提

供
し
て
く
れ
る
。
社
会
が
分
断
さ
れ
、と
も
す
れ

ば
異
な
る
意
見
を
持
つ
者
同
士
の
対
話
が
成
立

し
に
く
く
な
っ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、自
由
民

権
運
動
の
歴
史
を
学
び
、自
由
な
立
場
か
ら
の
意

見
の
交
換
を
重
視
し
た
板
垣
ら
の
運
動
を
考
え

直
し
て
み
る
こ
と
も
、意
味
あ
る
作
業
な
の
で
は

な
い
か
。

真辺美佐さん

板
垣
退
助
生
誕
１
８
０
年「
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い
板
垣
退
助｣

展 

記
念
講
演
会

第
93
回 

高
知
近
代
史
研
究
会
報
告

真
辺  

美
佐 

（
宮
内
庁
書
陵
部
主
任
研
究
官
）

自
由
民
権
運
動
と
は
な
に
か

―
板
垣
退
助
が
伝
え
る
も
の
―
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　２階の階段前大スクリーンでは、自由民権運動と館内を紹介した「自
由のともしび」、民権期の演説会場の雰囲気を再現した民権座では、「行
動する思想家 植木枝盛」、自由民権運動の概略を紹介した「自由と土
佐」と小中学生の団体観覧用として自由民権運動の概略を紹介した「自
由民権って何？」の3本を上映しています。
　撮影は植木枝盛の書斎、得月楼、高知城等で行い、全てフルＨＤで制
作しました。
　多数の方のご来場をお待ちしております。

事 業 報 告

映像コンテンツ リニューアル!
平成２年の開館以来上映していた映像が美しく生まれ変わりました。

演説風景の撮影

植木枝盛書斎での撮影風景

ドローンでの撮影
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関
連
企
画
展

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（
予
定
）ま
で
、高
知
県
全
域
で
開
催
さ
れ

て
い
る「
志
国
高
知 

幕
末
維
新
博
」。
２
０
１
８（
平
成
30
）年
４
月
21
日
か
ら
第
二
幕
が
始
ま
り
、自
由
民
権
記
念
館
は
そ
の
地
域
会
場
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
第
二
幕
も
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
。

 

期 

間 　

２
０
１
８（
平
成
30
）年 
４
月
28
日（
土
）～
６
月
24
日（
日
）

 

会 

場 　

１
階 

自
由
ギ
ャ
ラ
リ
ー

◆
ガ
ラ
ス
湿
板
写
真
を
見
る
楽
し
み

　

静
岡
県
浜
松
市
の
湿
板
写
真
家
林
道
雄
氏
が
収
集
し

た
ガ
ラ
ス
湿
板
写
真
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
中
心
に
展
示

し
て
い
ま
す
。

　

ガ
ラ
ス
湿
板
写
真
は
縦
11
セ
ン
チ
、横
８
セ
ン
チ
程
の

ガ
ラ
ス
板
に
、幕
末
維
新
の
偉
人
や
当
時
の
人
々
が
緊
張
し
た
面
持
ち
で
写
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
の

小
さ
な
カ
ッ
ト
に
当
時
の
雰
囲
気
が
凝
縮
さ
れ
て
い
て
、偉
人
た
ち
の
表
情
か
ら
は
歴
史
の
息
遣
い

が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

今
回
の
展
示
品
の
一
つ
に
、慶
応
年
間
に
撮
影
さ
れ
た
抜
刀
し
た
侍
が
ポ
ー
ズ
を
取
っ
た
写
真
が

あ
り
ま
す
。
当
時
、武
士
が
刀
を
抜
く
こ
と
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
、こ
の
よ
う
な
写
真

は
、と
て
も
珍
し
い
も
の
で
す
。

　

ま
た
、着
物
姿
の
一
団
と
洋
装
の
男
性
が
い
っ
し
ょ
に
写
っ
た
写
真
や
、馬
に
乗
る
武
士
の
写
真

 

期 

間 　
２
０
１
８（
平
成
30
）年 

４
月
28
日（
土
）～
９
月
24
日（
月
・
振
替
休
日
）

 

会 

場 　

２
階 

特
別
展
示
室

龍
馬
の
甥 

坂
本
直
寛
の
生
涯

　
『
汗
血
千
里
の
駒
』の
作
者
坂
崎
紫
瀾
に
、叔
父
龍
馬
の
遺
志
を
継
ぎ
、自
由
民
権
運
動
に
奔

走
し
て
い
る
と
紹
介
さ
れ
た
坂
本
直
寛（
南
海
男
）の
生
涯
を
展
示
し
ま
す
。

　

坂
本
龍
馬
の
甥
に
あ
た
る
坂
本
直
寛
は
、自
由
民
権
運
動
の
理
論
的
指
導
者
の
一
人
と
し
て
活
躍

し
ま
し
た
。

　

実
父
高
松
順
蔵
は
、安
芸
郡
勤
王
党
の
育
て
の
親
の
一
人
と
言
わ
れ
、父
親
の
教
え
子
の
多
く
が

明
治
を
迎
え
る
こ
と
な
く
勤
王
運
動
の
中
で
死
ん
で
い

き
ま
す
。
叔
父
坂
本
龍
馬
も
そ
の
一
人
で
す
。
さ
ら
に
、

兄
の
高
松
太
郎
は
叔
父
龍
馬
の
後
を
追
い
か
け
る
よ
う

に
脱
藩
し
、海
援
隊
で
活
動
し
ま
し
た
。
多
感
な
少
年

直
寛
は
、知
り
合
い
の
死
を
身
近
に
感
じ
、ま
た
実
兄
や

叔
父
の
活
躍
に
胸
を
躍
ら
せ
た
と
思
い
ま
す
。

　

明
治
に
な
っ
て
立
志
学
舎
に
学
び
ま
し
た
。
優
秀
な

成
績
で
あ
っ
た
こ
と
は
、成
績
表
で
分
か
り
ま
す
。
明

治
一
〇
年
、立
志
社
が
発
行
し
た
機
関
紙『
海
南
新
誌
』

に
は
、「
才
谷
梅
次
郎
」の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
執
筆
し
て
い

ま
す
。「
才
谷
梅
太
郎
」の
変
名
を
使
っ
た
叔
父
龍
馬
を

意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

　

明
治
一
六
年
、キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
。
明
治
二
〇
年
、

「
幕
末
維
新
写
真
展
」

「
坂
本
直
寛

―
龍
馬
の
遺
志
を
継
ぐ
も
の
―
」展

巡回展

第5弾

記
念
講
演
会 「
歴
史
写
真
に
つ
い
て
」（
仮
）　
倉
持  

基
氏
（
歴
史
写
真
研
究
家
）

２
０
１
８（
平
成
30
）年
５
月
26
日（
土
） 

午
後
２
時
～
４
時
／
１
階 

民
権
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
・
駐
車
場
あ
り
ま
す

申込不要
見
て
触
れ
て
ま
な
ぶ
レ
ン
ズ
が
と
ら
え
た
幕
末
・
明
治
の
世
界

　

幕
末
か
ら
明
治
へ
｜
近
代
日
本
の
夜
明
け
は
、日
本
写
真
史
の
夜
明
け
で
も
あ
っ
た
！

　

激
動
の
時
代
、変
わ
り
ゆ
く
日
本
の
姿
が
歴
史
写
真
で
鮮
明
に
蘇
る
。

　

写
真
師
が
見
た
幕
末
維
新
が
今
こ
こ
に
！

抜刀する志士

一家を挙げて浦臼に移住する時
一族との訣別記念（明治31年春）
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な
ど
も
公
開
し
て
い
ま
す
。
ガ
ラ
ス
湿
板
写
真
は
撮
影

に
時
間
が
か
か
る
特
性
が
あ
る
た
め
、動
物
が
被
写
体
と

な
っ
て
い
る
も
の
は
、希
少
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、坂
本
龍
馬
や
大
久
保
利
通
、伊
藤
博
文
と
い
っ

た
幕
末
維
新
の
偉
人
の
ガ
ラ
ス
複
製
写
真
も
展
示
し
て

い
ま
す
。
当
時
の
写
真
師
が
切
り
取
っ
た
、坂
本
龍
馬
が

生
き
た
当
時
の
風
景
や
風
俗
、激
動
の
時
代
の
息
吹
を
、ぜ

ひ
、ビ
ジ
ュ
ア
ル
で
感
じ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

◆
ガ
ラ
ス
湿
板
写
真
以
外
の
展
示
も
楽
し
い

　

ガ
ラ
ス
湿
板
写
真
以
外
で
は
、京
都
の
寺
院
や
庶
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
鶏
卵
紙
に
焼
き
付
け
、そ

れ
を
収
め
た
ア
ル
バ
ム
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、当
時
撮
影
に
使
わ
れ
た
英
ダ
ル
メ
イ
ヤ
ー
社
製
の
カ
メ
ラ
と
レ
ン
ズ
や
、明
治
期
に
発
行

さ
れ
た
徳
川
慶
喜
、大
隈
重
信
や
木
戸
孝
允
な
ど
著
名
人
の
肖
像
写
真
を
収
録
し
た
写
真
集
も
展
示

し
て
い
ま
す
。

　

坂
本
龍
馬
の
掛
け
軸
、明
治
天
皇
・
皇
后
や
歌
舞
伎
役
者
の
五
代
目
尾
上
菊
五
郎
の
錦
絵
を
湿
板

写
真
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、表
現
方

法
の
変
化
も
知
る
こ
と
が
で
き
て
楽
し
め
ま
す
。

　

ま
た
、他
に
も
手
彩
色
写
真
を
展
示
し
て
い
て
、こ
れ
は
カ

ラ
ー
写
真
の
無
か
っ
た
時
代
に
絵
の
具
を
使
っ
て
、細
か
な
手
作

業
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
力
車
に
乗
る
女
性
、力
士
の
土
俵
入

り
や
、わ
ら
ぶ
き
屋
根
の
農
家
な
ど
、色
鮮
や
か
に
明
治
期
の
風

俗
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
ま
す
。

　

カ
メ
ラ
の
仕
組
み
が
分
か
る
体
験
型
展
示
や
、目
の
錯
覚
を
利

用
し
た
元
祖
・
３
Ｄ
写
真
装
置「
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
」の
展
示

で
は
、西
洋
の
技
術
を
目
の
当
た
り
に
し
た
当
時
の
日
本
の
人
々

の
驚
き
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三
大
事
件
建
白
で
上
京
、保
安
条
例
の
退
去
命
令

を
拒
否
し
て
投
獄
さ
れ
ま
し
た
。

　

明
治
二
九
年
、キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
基
づ
い
た

「
潔
き
義
に
生
き
る
神
の
国
」を
建
設
す
る
た
め
開

拓
移
民
団
北
光
社
を
引
き
連
れ
北
海
道
に
渡
り
、

現
在
の
北
見
市
の
礎
を
作
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
、坂
本
直
寛
の
波
乱
に
満
ち
た
生

涯
と
そ
れ
に
関
係

す
る
資
料
を
紹
介

し
ま
す
。

記
念
講
演
会

「
龍
馬
た
ち
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

植
村  

隆 

氏

高
知
県
生
ま
れ
。
朝
日
新
聞
記
者
等
を
経
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
大
学（
韓
国
）客
員
教
授
。

２
０
１
８（
平
成
30
）年
６
月
30
日（
土
）

午
後
２
時
～
４
時
／
１
階 

民
権
ホ
ー
ル

※
参
加
無
料
・
駐
車
場
あ
り
ま
す

申込不要

観覧者限定特別企
画

古写真体験プログラム

●期間／ 2018年
　5月3日（木・祝）～ 5月6日（日）
●会場／ 1階 研修室
●参加条件／当日、常設展・
　　　　　　企画展を観覧された方
●参加費／無料
　（観覧券のご提示が必要です）

❶古典技法による
　「鶏卵紙焼き付け体験」（約90分）

当時に近い技法で幕末の志士の写真を
鶏卵紙に焼き付けるワークショップで
す。5月3日（木・祝）・4日（金・祝）
※各回10名まで。（1日に2回実施）
　希望者多数の場合は抽選となります。

❷湿板写真家の林氏による
　「ガラス湿板写真撮影体験」（約40分）

専門の写真家が当時の「ガラス湿板写
真機」で参加者の記念写真を撮影しま
す。5月5日（土・祝）・6日（日）
※各回2組まで。（1日に5回実施）
　希望者多数の場合は抽選となります。
※ガラス湿板写真は1組につき1枚となり

ます。
※完成まで時間を要すため、後日送付となり

ます。送料は参加者のご負担となります。

演
説
す
る
坂
本
南
海
男

（
明
治
16
年
９
月
26
日

『
土
陽
新
聞
』「
汗
血
千

里
之
駒
」挿
絵
）

大判手彩色写真  生地を干す女たち

片岡健吉宛  坂本直寛書簡　1896（明治29）年2月8日
北海道拓殖の決意を表明した。

坂本龍馬

拝
啓
仕
候　

過
日
も
申
上
候
如
く
、小
弟
ハ
祈
り
と
熟
考
と
に
由

て
断
然
北
海
の
拓
殖
を
決
い
仕
、且
つ
由
比
大
脇
両
兄
の
如
き

も
大
い
賛
成
し
、共
に
願
主
と
成
り
て
此
事
業
を
助
く
へ
し

と
の
事
に
て
、弥
小
弟
も
希
望
を
厚
く
仕
候
。
彼
の
天
塩

の
原
野
、殆
ど
十
万
石
ニ
近
き
弘
原
ハ
地
味
と
云
ひ
運
搬

の
便
と
云
ひ
頗
る
希
望
あ
る
土
地
に
し
て
吾
人
が
理
想
的
の

社
会
を
建
設
す
る
の
御
験
な
り
と
存
候
。
希
く
ハ
土
佐

兄
弟
の
一
手
少
な
く
と
も
日
本
信
徒
の
元
動
力
と
し
て
、彼
の

地
ニ
殖
拓
の
事
業
を
設
計
し
、将
来
日
本
社
会
尓
一
の

潔
き
義
に
生
る
神
の
国
を
作
り
度
存
候
。
先
生
も

何
卒
御
賛
同
被
下
、且
つ
願
主
の
一
人
と
御
成
被
下
度

精
き
ハ
土
居
氏
上
京
の
時
御
譚
し
申
上
べ
く
候
。

御
多
忙
中
と
ハ
察
し
候
得
共
、御
意
見
承
る
事
を
得
ハ
幸

之
事
ニ
御
座
候　

草
々

二
月
八
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
寛

片
岡
老
兄

二
白　

細
川
兄
は
如
何
御
座
候
哉
、御
面
会
の
砌
御
勧
被
下
度
候

１
８
５
３（
嘉
永
六
）年
、土
佐
国
安

芸
郡
安
田
村
に
郷
士
高
松
順
蔵
の
次

男
と
し
て
生
ま
れ
る
。一
七
歳
の
時
、

伯
父
坂
本
権
平
の
養
子
と
な
り
高
知

市
に
移
り
、植
木
枝
盛
な
ど
と
自
由

民
権
運
動
の
理
論
的
指
導
者
の
一
人

と
し
て
活
躍
。
運
動
が
衰
退
し
た
後

は
、キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
、開

拓
移
民
団
を
連
れ
北
海
道
に
渡
る
。

そ
の
後
、炭
鉱
労
働
者
・
日
露
戦
争

に
出
兵
す
る
兵
士
に
伝
道
。
最
晩
年

は
囚
人
へ
の
伝
道
に
尽
力
。

１
９
１
１（
明
治
四
四
）年
没
。
享
年

五
九
歳
。

坂さ
か
も
と本 

直な
お
ひ
ろ寛 

（
１
８
５
３
～
１
９
１
１
）
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会場の様子

第18回社会科自由研究作品展　特別賞40作品

　

こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
10
周
年
を

記
念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
18
回
目
と
な

り
ま
す
。
今
回
も「
歴
史
」「
人
物
」「
地
理
・

文
化
」「
体
験
」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
、義
務
教
育
学
校
２
校
か

ら
合
計
３
０
９
点
の
応
募
が
あ
り
、そ
の

中
か
ら
40
点
を
特
別
賞
に
選
定
し
、２
月

３
日（
土
）に
は
表
彰
式
を
開
催
し
ま
し

た
。
期
間
中
１
，２
２
６
名
の
皆
さ
ん
に

ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、「
い
ろ

い
ろ
な
テ
ー
マ
の
自
由
研
究
が
あ
り
、

鈴木勝幸さんによる
「マジックショー」

第18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
30
年
１
月
20
日（
土
）～
２
月
４
日（
日
）

　

後
期　
　
　
　
　

２
月
６
日（
火
）～
２
月
22
日（
木
）

●
共
催　

高
知
市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会

見
て
い
て
楽
し
か
っ
た
」「
同
じ
小
学
生

の
自
由
研
究
を
見
て
自
分
も
参
考
に
し

よ
う
と
思
っ
た
」「
大
人
顔
負
け
の
す
ば

ら
し
い
研
究
発
表
が
た
く
さ
ん
あ
り
、

と
て
も
驚
い
た
」「
表
彰
式
の
マ
ジ
ッ
ク

シ
ョ
ー
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
の
で
来
年

も
や
っ
て
ほ
し
い
」な
ど
の
意
見
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
、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」

賞 分野 学  校 学年 氏  名 作品名

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞

体験 高知小学校 2 倉本　皓太 Doctor-Heli

人物 第六小学校 3 岡村　亮汰 ぼくのひひひおじいちゃん　
岡村けいろうについて

産業･
交通 鴨田小学校 3 筒井ひかり 日曜市に行って来ました

総合 一ツ橋小学校 3 濵田　圭汰 ぼくの妹は
どこの学校に入るのか

環境 高知大学教育学部
附属小学校 4 太田希乃香 高知県の木のあるくらし

地域･
福祉 昭和小学校 4 要　美帆 すてき発見！

高知市の街路市めぐり

歴史 鴨田小学校 5 橋本　吉功 神社めぐり

地理･
文化 三里小学校 6 田村　和心 和菓子のいろは・和菓子図鑑

環境
介良潮見台小学校 2 梅原　侑芳 よごれた水はどこへいくの？

大津小学校 6 竹林　珀飛 水環境の調査

立
志
社
賞

産業･
交通

大津小学校 2 藤原　快成 ぼくのナスものがたり

神田小学校 3 遠山　悠月 神田校区の信号調査

高知大学教育学部
附属小学校 5 小山　　颯 空港探検

高知大学教育学部
附属小学校

6

6

濵田　高壽

杉本　右京
米作りのひみつ

夢
・
人
・
自
由
賞

人物

旭東小学校 4 阿野田紗由 鹿持雅澄と植木枝盛を
調べよう

介良小学校 5 遠賀　有真 写楽って何者？

高知大学教育学部
附属小学校 5 宮本真理子 田内千鶴子と木浦共生園に

ついて

義務教育学校
行川学園 5 宇川　岳志 戦国キャラクター図かん

一ツ橋小学校 6 村田　創 永谷宗円 ～日本で緑茶製法
を発案した男～

賞 分野 学  校 学年 氏  名 作品名

よ
さ
こ
い
民
権
賞

総合

大津小学校 2 戸梶　紗希 大津ごう雨について

鴨田小学校 5 清遠　素晴
食べ物原価について調べよう
ぼくたちのくらしに係わる
お金の話について考えよう

高知小学校 5 松村　桃香 日本の新聞と題字

朝倉第二小学校 6 谷脇　璃美 新聞記事から学ぶ

十津小学校 6 畠山　大輝 戦争で殺されたハチ・
ハチの一生

ジ
ョ
ン
万
次
郎
賞

体験

高知大学教育学部
附属小学校 1 村田　充央 おはなやさんのしごとしらべ

大津小学校 3 元吉　彩乃 高知子どもかん光大使に
チャレンジ！

介良潮見台小学校 5 梶原　大晴 犬山城

春野東小学校 6 改田　真隆 八十八ヶ所達成！

自
由
の
と
も
し
び
賞

地域･
福祉

久重小学校 2 武林　青星 久じゅうのいいところ
見いつけた！

大津小学校 4 弘田　彩葉 みんな知ってる？
障害のある人の生活

鴨田小学校 5 山下　泰知 献血について調べてみよう！

昭和小学校 6 加地　若奈 昭和小地区について

植
木
枝
盛
賞

地理･
文化

高須小学校 3 竹村　胡美 世界のことば

高知大学教育学部
附属小学校 4 三宮　千宙 波照間島ふしぎ発見！

鴨田小学校 5 松本　泰誠 レッツ・ゴー高知
大ぼうけんゲーム

第六小学校 5 藤塚　正浩 物部川　扇状地を歩く

板
垣
退
助
賞

歴史

旭東小学校 2 吉村　愛美 高知じょうをたんけんする

江陽小学校 4 福井　ねね 沖縄と戦争

第四小学校 5 小澤　　禱 甲冑について

初月小学校 6 髙槗　莞太 名城 “高知城”

自
由
の

ふ
る
さ
と
賞

表彰式の記念撮影
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資
料
紹
介

◆
新
着
資
料

　

本
年
度
購
入
し
た
写
真
で
す
。
裏
面
に

は
、右
か
ら
片
岡
健
吉
、高
屋
左
兵
衛
、山
田

喜
久
馬
、二
川
元
助
、西
山
栄
、真
辺
戒
作
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
右
か
ら
三
人
の
部
分
は
、平

尾
道
雄
著『
図
説
土
佐
の
歴
史
』（
講
談
社 

１
９
８
２
年
）の「
立
志
社
の
統
率
者
片
岡

健
吉
」の
項
で「
青
年
武
士
の
時
代（
向
か
っ

て
右
）」と
し
て
、片
岡
の
青
年
時
代
の
写
真

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、こ
の

写
真
が
い
つ
の
時
代
の
ど
う
い
う
も
の
か

は
不
明
で
し
た
が
、今
回
の
写
真
に
は「
清

水 

京
都
」と
丸
印
が
、さ
ら
に
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
で「s.shim

izu Kyoto japan

」と
あ

り
、京
都
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き

ま
す
。

　

で
は
、こ
の
面
々
が
青
年
武
士
の
時
代
に

京
都
に
い
た
の
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
は
、土
佐
藩
軍
の
中
枢
を
な
し
た
歩
兵
大

隊
で
あ
る
迅
衝
隊
の
一
員
と
し
て
戊
辰
戦

争
の
た
め
京
都
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
で

す
。
迅
衝
隊
は
、慶
応
四
年
一
月
八
日
、板

垣
退
助
を
大
隊
司
令
と
し
、小
隊
長
は
、「
前

年
後
半
の
兵
制
改
革
等
の
動
き
の
中
で
倒

幕
的
傾
向
を
つ
よ
め
て
き
た
士
格
」（『
高
知

県
歴
史
辞
典
』）で
編
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
は
慶
応
四
年
一
月
十
三
日
高
知
を

出
発
、二
八
日
京
都
に
到
着
し
ま
し
た
。
そ

し
て
、東
山
道
先
鋒
総
督
に
属
し
、二
月

十
四
日
京
都
を
進
発
、江
戸
を
経
て
東
北
に

転
戦
し
、今
市
、会
津
の
激
戦
を
戦
い
、十
一

月
高
知
に
凱
旋
し
ま
し
た
。

　

こ
の
写
真
の
人
々
の
内
、『
東
征
記
』に
よ

れ
ば
京
都
出
発
時
、片
岡
健
吉
は
大
軍
監
兼

右
半
大
隊
司
令
、山
田
喜
久
馬
は
第
九
番
隊

長
、二
川
元
助
は
第
十
番
隊
長
、真
辺
戒
作

は
第
六
番
隊
長
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、高

屋
左
兵
衛
は「
本
営
付
第
二
大
隊
司
令
兼
軍

監
」（『
高
知
県
人
名
事
典
』）、西
山
栄
は
第

十
三
番
隊
長（｢

戊
辰
従
軍
戦
士
名
籍
」）で

し
た
。　

片
岡
健
吉
書
簡

　

こ
の
時
、片
岡
が
京
都
か
ら
家
族
に
当
て

た
書
簡
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

我
等
事
無
異
義
去
月
廿
八
日
京
着
致

し
二
月
朔
日
当
分
大
御
目
付
役
被
仰

付
出
勤
ニ
障
無
御
座
又
に
わ
か
ニ
江

戸
江
御
人
数
出
で
候
事
ニ
相
成
明
日

京
都
出
足
被
仰
付
江
戸
之
ほ
ふ
ゑ
参

り
候
間
左
様
御
承
知
可
被
成
候
、家
来

も
壱
人
に
へ
し
候
よ
ふ
被
仰
付
左
弥

太
を
つ
れ
岩
次
ハ
御
屋
し
き
へ
の
こ

し
お
き
お
い
お
い
御
国
へ
か
へ
り
候

事
ニ
相
成
可
申
と
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

健
吉

　
　
　

お
み
ゆ
と
の

　
　
　

啓
太
郎
と
の

　

二
月
九
日
夜

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、片
岡
は
慶
応
四
年
一
月

二
八
日
京
都
に
到
着
し
、二
月
十
日
江
戸
へ

出
発
す
る
予
定
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の

写
真
は
こ
の
間
に
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
五
〇
年
ぶ
り
の
い
く
さ

　

戊
辰
戦
争
は
、日
本
に
と
っ
て
も
、侍
に

と
っ
て
も
ほ
ぼ
二
五
〇
年
ぶ
り
の
い
く
さ

で
し
た
。
彼
ら
は
全
員
二
〇
代
前
半
で
す
。

そ
の
胸
中
に
は
ど
の
よ
う
な
思
い
が
去
来

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
写
真
は
、

こ
れ
か
ら
戦
場
に
む
か
う
青
年
武
士
た
ち

の
表
情
を
と
ら
え
た
貴
重
な
写
真
で
あ
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
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
。（
第
三
回
）

戊辰戦争時、京都から江戸へ
進発する前に撮影した土佐の
青年武士。

妻と長男に宛てた片岡健吉の書簡  1868（明治元）年2月9日
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  開催中～4月8日（日）  

■「志国高知 幕末維新博」関連企画展
　第四弾

板垣退助生誕180年
「子どもたちに伝えたい  板垣退助」展

会場：2階特別展示室
※常設展観覧券が必要

  4月28日（土）・30日（月・振替休日）
  5月12日（土）・19日（土）
  午前の部 10：00～12：00
  午後の部 13：00～16：00

■ワークショップ
「万華鏡を作ろう」

会場：1階研修室
参加費：300円（材料費込）
※事前申込不要、随時受付

  4月29日（日・祝）15：10～17：00  

◆友の会総会・記念講演会
「西南戦争と土佐挙兵計画について

－立志社の獄－」（仮）
講師：豊田  満広氏（中岡慎太郎館学芸員）
会場：1階研修室
※総会  13：30～15：00

  4月28日（土）～6月24日（日）  

■「志国高知 幕末維新博」特別巡回展
「幕末維新写真展」

会場：1階自由ギャラリー
※常設展観覧券が必要

   5月3日（木・祝）～5月6日（日）  

■観覧者限定特別企画
「古写真体験プログラム」

会場：1階研修室
参加条件：当日、常設展・企画展を観覧
　　　　  された方
参加費：無料（観覧券のご提示が必要です）

  5月26日（土）14：00～16：00  

■「幕末維新写真展」記念講演会
「歴史写真について」（仮）

講師：倉持  基氏（歴史写真研究家）
会場：1階民権ホール

  4月28日（土）～9月24日（月・振替休日）  

■「志国高知 幕末維新博」関連企画展
　第五弾
「坂本直寛 －龍馬の遺志を

継ぐもの－」展
会場：2階特別展示室
※常設展観覧券が必要

  6月30日（土）14：00～16：00  

■高知近代史研究会第94回研究会
　「坂本直寛 －龍馬の遺志を

継ぐもの－」展記念講演会
「龍馬たちのデモクラシー」

講師：植村  隆氏
　　  （カトリック大学（韓国）客員教授）
会場：1階民権ホール

  7月25日頃予定  

■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

  9月15日（土）～11月25日（日）  

■「志国高知 幕末維新博」関連企画展
　第六弾
「明治維新150年」展（仮）

会場：1階自由ギャラリー
※常設展観覧券が必要

当館内自由民権記念館友の会事務局に
お問い合わせください。

「海援隊」来館
　土佐おもてなし海援隊のメンバーから

「坂本龍馬」と「武市半平太」が来館されまし
た。幕末維新博の地域会場取材の一環です。

「オフィシャル・ブログ」でもコメントをい
ただきました。

「古地図ナビ」に自由民権
　平成30年２月28日の高知新聞「古地図ナ
ビ」に自由民権史跡が登場しました。また、
演説シーンは当館の「行動する思想家 植木
枝盛」の映像収録に相乗りで撮影されたも
のです。

ドローン、登場。
　自由民権記念館で上映している映像をリ
ニューアルしました。
　表紙の写真は自由民権記念館の外観を上空
からドローンを使用して撮影したものです。
映像は、２階の階段前大スクリーンで上映し
ています。

Topics トピックス

龍馬さん（左）と半平太さん（右）

植木枝盛邸跡を取材する記者
ドローンで館の内外を

撮影しました!

申込不要

申込不要

申込不要


