
当館では、自由民権運動の資料だけでなく、土
佐の近代に関する資料を幅広く収集しています。
今回のコーナー展示では、令和元年度から3年度
にかけて新たに受け入れた資料の中から、新着資
料紹介として、錦絵・書・地図などを展示していま
す。初公開の資料もありますので、この機会にぜ
ひ御覧ください。

自由民権記念館

時代の郷
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近
い
将
来
、高
知
県
産
の
自
然
史
科
学
標
本
、と
く
に

生
物
標
本
の
行
先
を
模
索
す
る
事
態
が
や
っ
て
来
ま

す
。そ
の
多
く
は
個
人
収
集
標
本
で
、今
後
高
知
県
外
へ

流
出
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、こ
れ
ら
の
標
本
の
中
に
は
、高
知
県
に
生
息
す

る
生
物
の
分
布
情
報
の
証
拠
と
な
る
も
の
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、そ
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、現
在
高
知
県
内
に
ど
の
よ
う
な
自
然
史
科

学
標
本
が
あ
る
の
か
、そ
の
量
や
保
管
管
理
の
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、今
後
ど
の
程
度
の
期
間
現
状
を

維
持
で
き
る
の
か
を
調
べ
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、本
活
動
は「
令
和
３
年
度
高
知
県
豊
か
な
環

境
づ
く
り
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
」を
用
い
て
、こ
う

ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
実
施
し
ま
し
た
。

情
報
収
集
の
た
め
に
、「
高
知
県
内
在
住
で
生
物
標
本

を
所
有
し
て
い
る
個
人
、団
体
」を
対
象
に
、標
本
を
拝

見
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。さ

ら
に
県
立
自
然
史
博
物
館
的
な
施
設
が
で
き
た
ら
、「
博

物
館
活
動
に
協
力
す
る
意
思
が
あ
る
か
？
」に
つ
い
て

も
、お
聞
き
し
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、多
く
の
分
野
の
生
物
標
本
が
高
知
県

内
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
し
て
そ

の
多
く
が
近
い
将
来
散
逸
も
し
く
は
県
外
へ
流
出
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
、標
本
所
有
者
の
多
く
が
、高
知

県
に
収
蔵
庫
を
望
ん
で
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、県
立
自
然
史
博
物
館
的
な
施
設
が
で
き
た
ら
、多

様
な
生
物
分
野
の
標
本
が
寄
贈
、寄
託
お
よ
び
随
時
貸

出
な
ど
で
多
く
の
方
か
ら
協
力
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
も

わ
か
り
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
高
知
県
と

共
有
す
る
と
と
も
に
、広
く
県
民
に
普
及
啓
発
し
て
、高

知
県
内
の
生
物
標
本
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
に
扱
っ

て
行
け
ば
良
い
の
か
に
つ
い
て
、様
々
な
立
場
、地
域
の

方
々
と
検
討
し
て
ゆ
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

谷
地
森
秀
二（
こ
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
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高
知
県
に
現
存
す
る

自
然
史
科
学
標
本
の
情
報
収
集
調
査

第 1 巻～第 6 巻　税込18,000円（好評発売中）
第 7 巻～第12巻　税込18,000円（好評発売中）
第13巻～第18巻　税込18,000円（予定）

『板垣退助伝記資料集』全18巻

郷土の偉人であり、自由民権運動の指導者である板垣退
助に関する史料を年代順に収録した資料集です。本資料集
は、単に板垣個人の行動記録をまとめただけではなく、板垣
の広範囲にわたる活動や知られざる哲学と思想に迫る構成
になっています。
当館開館30周年記念出版として、令和2年度に第1巻～
第6巻、令和3年度に第7巻～第12巻を刊行。令和4年度秋
の刊行をもって、全18巻完結予定です。
購入・お問合せ：民権・文化財課（自由民権記念館内）
TEL／088-832-7277　FAX／088-831-3378

行 事 予 定 ◆は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。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期・中止とさせていただく場合があります。

（春・夏）
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。

■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します。
※学校を通じて申込受付

7月26日（火）10：00～12：00（予定）

4月29日（金・祝）～2023（令和5）年5月7日（日）

■企画展
 「春野地域名望家の記録－細川義昌と吉良順吉－」

会場：２階特別展示室
※常設展・企画展共通観覧券が必要
※5月1日（日）、9月18日（日）にはそれぞれ13時30分から
担当学芸員によるギャラリートークを行います。（申込不要）

4月29日（金・祝）15：00～17：00 

◆自由民権記念館友の会総会・記念講演会
「「美しき座標」を求めて―高知新聞連載余話」
講師：天野弘幹氏（高知新聞社学芸部長）
会場：1階民権ホール

※総会 13：30～15：00

講演概要：高知新聞に連載中の「美しき座標―平民社を巡る
人々」は、日露戦争に反対して平民新聞を創刊した幸徳秋水ら、
明治の若き群像を描いています。誰しもが平和に生きられる社会
を目指そうとした彼ら。その姿を通し、現在と未来に向けての座
標軸を捉え直そうという連載は、2021年1月のスタート以来、読
者の方々に支えられ、長期の企画になっています。連載の狙いと
今後の展開についてお話しします。

6月11日（土）14：00～16：00 

■企画展「春野地域名望家の記録－細川義昌と吉良順吉－」
　記念講演会
　高知近代史研究会総会・第109回研究会
「地域社会における名望家の登場とその影響」
講師：徳平晶氏（オーテピア高知図書館高知資料担当）
会場：1階民権ホール
※総会 13：30～13：50

8月27日（土） 14：00～16：00

■高知近代史研究会第110回研究会
 「香酸柑橘（酢みかん）と高知（仮）」

講師：百田美知氏

会場：1階民権ホール

（一般社団法人和食文化国民会議  全国「和食」連絡会議
  幹事兼「和食」地域特派員）

事前申込

申込不要

事前申込

四国随一の
哺乳類骨格標本コレクション

足摺岬沖で採集された甲殻類と貝類の標本
高知県沿岸で採集された
日本有数のサンゴ標本コレクション

約50年間にわたって室戸岬周辺で
収集されたチョウ類標本コレクション

□ 第107回高知近代史研究会報告
　 ブラジルと高知を結ぶ― 森田友和氏関連資料整理から見えるもの―

□ 企画展「春野地域名望家の記録―細川義昌と吉良順吉―」
□ 出前授業に行ってきました！
□ 第22回社会科自由研究作品展報告
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日記の世界

コーナー展示

村
中  

大
樹  

氏

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

第
一
〇
七
回
高
知
近
代
史
研
究
会
報
告

ブ
ラ
ジ
ル
と
高
知
を
結
ぶ

―

森
田
友
和
氏
関
連
資
料
整
理
か
ら
見
え
る
も
の―

近
代
に
お
け
る
地
域
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、多
方

面
で
活
躍
し
た「
名
望
家
」た
ち
。本
展
で
は
、高
知
市
春
野

町
出
身
の
名
望
家
、細
川
義
昌（
秋
山
村
）と
吉
良
順
吉

（
弘
岡
下
ノ
村
）に
関
す
る
記
録
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

二
人
は
同
郷
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、同
じ
く
地
主
で
あ

り
、農
家
出
身
で
あ
り
、自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
経

歴
を
持
ち
ま
す
。細
川
・
吉
良
両
家
に
伝
わ
っ
た
資
料
か

ら
、春
野
地
域
の
名
望
家
の
役
割
と
そ
の
実
態
に
迫
り

ま
す
。

細
川
・
吉
良
両
家
に
は
、近
世
以
降
の
土
地
所
有
に
関

す
る
資
料
が
多
く
伝
わ
っ
て
お
り
、明
治
期
の
も
の
か
ら

は
、地
租
改
正
に
よ
る
地
域
の
混
乱
が
う
か
が
え
ま
す
。

義
昌
は
明
治
一
四
年
か
ら
秋
山
村
の
地
主
総
代
と
し
て
地

位
等
級
の
選
評
を
行
い
ま
す
が
、選
評
結
果
は
課
税
額
に

直
結
す
る
た
め
に

度
々
揉
め
ご
と
が

起
こ
り
、村
内
の

調
整
に
奔
走
す
る

日
々
を
送
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。

細川義昌書簡  田所梶宛（細川家資料）
獄中書簡。

地券（細川家資料）
地租改正により、私有地の証明として

新たに「地券」が配られた。

地租軽減建白書（吉良家資料）
植木枝盛起草。

高知県水産組合感謝状
（細川家資料）

武市安哉書簡  山田平左衛門他宛（吉良家資料）
第一議会解散後の土佐派の動向を記した書簡。宛名には義昌、順吉両名も含まれる。

地
主
と
し
て

義
昌
と
順
吉
は
、地
方
議
員
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
、吾
南

地
域
の
自
由
民
権
運
動
指
導
者
と
し
て
も
活
躍
し
ま
し
た
。地

租
減
額
を
訴
え
た
三
大
事
件
建
白
運
動
で
は
、両
名
と
も
吾
川

郡
南
部
一
五
箇
村
総
代
と
し
て
上
京
し
、保
安
条
例
に
よ
る
退

去
命
令
を
受
け
ま
し
た
。義
昌
は
こ
れ
に
応
じ
ず
入
獄
、細
川
家

に
は
獄
中
か
ら
母
に
宛
て
た
書
簡
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

自
由
民
権
を
も
と
め
て

地
域
の
た
め
に

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
て
間
も
な
い
期
間
に
ブ
ラ
ジ
ル
と

日
本（
高
知
）を
結
ぶ
活
動
を
行
っ
て
い
た
森
田
友
和
氏
の
資

料
群
が
、高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い

る
。そ
の
う
ち
書
簡
類
を
取
り
上
げ
、ブ
ラ
ジ
ル
移
民
研
究
に

お
け
る
重
要
な
資
料
と
し
て
紹
介
し
た
。

森
田
氏
は
、高
岡
郡
波
介
村（
現
在
の
土
佐
市
）出
身
、昭

和
九（
一
九
三
四
）年
に
両
親
と
と
も
に
三
歳
で
ブ
ラ
ジ
ル
に

渡
り
、サ
ン
パ
ウ
ロ
市
近
郊
の
コ
チ
ア
郡
で
暮
ら
し
た
。コ
チ

ア
郡
は
、高
知
県
出
身
者
が
多
く
、ブ
ラ
ジ
ル
で
一
時
南
米
最

大
の
規
模
と
な
っ
た
コ
チ
ア
産
業
組
合
創
業
の
地
と
し
て
知

ら
れ
る
。森
田
一
家
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
定
住
せ
ず
、二
人
の
兄
弟

を
残
し
て
昭
和
一
六（
一
九
四
一
）年
に
は
帰
国
す
る
。森
田
氏

は
、家
族
よ
り
一
足
早
く
、同
年
代
の
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

日
本
に
戻
っ
た
。当
時
、教
育
の
た
め
に
子
ど
も
だ
け
帰
国
さ

せ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
が
、そ
の
際
、大
人
が
引
率
者

と
し
て
数
人
の
子
ど
も
を
日
本
ま
で
送
り
届
け
る
こ
と
が

あ
っ
た
。ま
た
そ
の
た
め
戦
争
に
よ
っ
て
家
族
が
分
断
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
。

自
由
民
権
記
念
館
が
所
蔵
し
て
い
る
書
簡
に
は
、コ
チ
ア

産
業
組
合
専
務
理
事
や
森
田
氏
帰
国
時
の
引
率
者
か
ら
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。そ
れ
ぞ
れ
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
社
会
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
り
、同
郷
や
同
船
、あ

る
い
は
二
世
と
い
っ
た
横
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
ま

ず
確
認
で
き
る
。

報
告
で
は
、戦
後
コ
チ
ア
産
業
組
合
専
務
理
事
を
つ
と
め

た
大
平
清
実
と「
移
民
二
世
」の
書
簡
を
取
り
上
げ
た
。

太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
、ブ
ラ
ジ
ル
日
系
社
会
で
は「
勝

ち
組
・
負
け
組
抗
争
」と
呼
ば
れ
る
日
本
人
移
民
間
で
の
対

立
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。こ
の
混
乱
に
お
い
て
、コ
チ

ア
産
業
組
合
は
、認
識
運
動
¹の
旗
振
り
役
を
担
っ
て
い
る
。

大
平
は
、慰
問
物
資
の
正
確
な
配
送
と
と
も
に
、郷
里
高
知

か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
同
胞
へ
向
け
て
日
本
敗
戦
の
正
確
な
情
報

を
親
族
に
向
け
て
送
っ
て
欲
し
い
と
手
紙
の
中
で
頼
ん
で
い

る
。当
時
一
七
歳
の
青
年
で
あ
っ
た
森
田
氏
は
、こ
れ
に
応

え
、同
郷
の
大
平
と
手
紙
の
や
り
取
り
を
重
ね
る
な
か
で
積

極
的
に
高
知
の
メ
デ
ィ
ア
へ
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

「
負
け
組
」は
当
時
の
日
系
社
会
で
は
圧
倒
的
に
少
数
派

で
あ
っ
た
。当
面
日
本
に
帰
れ
る
見
込
み
が
な
い
移
民
に

と
っ
て
、敗
戦
を
認
め
る
こ
と
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
生
活
を
建

て
る
に
あ
た
っ
て
の
大
前
提
で
あ
っ
た
。ま
た
産
業
組
合
に

と
っ
て
は
、「
勝
ち
組
」の
横
行
は
、活
動
に
支
障
を
き
た
す
重

大
な
問
題
で
あ
る
。し
た
が
っ
て「
負
け
組
」に
よ
る
認
識
運

動
は
戦
後
日
系
社
会
の
重
要
項
目
で
あ
り
、さ
ま
ざ
ま
な
方

策
が
と
ら
れ
た
が
、な
か
で
も
日
本
に
い
る
親
族
か
ら
日
本

の
状
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
を
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。大
平
書
簡
に
は
、そ
の
働
き
か

け
の
内
容
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。産
業
組
合
専
務
理

事
か
ら
そ
う
し
た
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と

も
含
め
て
、貴
重
な
史
料
だ
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
、ブ
ラ
ジ
ル
に
残
っ
た
家
族
と
離
れ
て
暮
ら

す「
移
民
二
世
」か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。戦
後
高
知
で「
ブ
ラ
ジ

ル
二
世
ク
ラ
ブ
」を
結
成
し
た
森
田
氏
は
、ブ
ラ
ジ
ル
日
系
二

世
の
集
い
で
あ
る「
南
桜
会
」を
結
成
し
た
と
さ
れ
る
馬
場
謙

介（
森
田
氏
帰
国
時
の
引
率
者
）や
、ブ
ラ
ジ
ル
と
日
本
と
の

間
で
生
き
別
れ
に
な
っ
た
二
世
ら
の
世
話
を
し
て
い
た
組
織

「
青
空
会
」代
表
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
。青
空
会
代
表

は
、広
島
に
い
る
二
世
が
帰
国
の
準
備
を
進
め
て
い
る
も
の

の
ブ
ラ
ジ
ル
に
い
る
両
親
が「
勝
ち
組
」で
あ
る
た
め
、帰
国

す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
困
っ
て
い
る
か
ら
様
子
を
見
に
行
っ

て
欲
し
い
と
森
田
氏
に
依
頼
し
て
い
る
。こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、戦
後
日
本
で
暮
ら
す
移

民
二
世
の
お
か
れ
た
状
況
が
伝
わ
る
興
味
深
い
内
容
で
あ
る

と
同
時
に
、同
様
な
境
遇
に
お
か
れ
た
二
世
ら
が
支
援
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、情
報
共
有
が
行
わ
れ
て
い
た
様

子
も
確
認
で
き
る
。

紹
介
し
た
書
簡
を
は
じ
め
と
す
る
森
田
氏
の
資
料
群
は
、

戦
後（
一
九
四
六
〜
一
九
五
二
年
）の
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
社
会
を

め
ぐ
る
動
向
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。

¹
日
本
敗
戦
を
受
け
入
れ
た
当
時
の
日
系
社
会
の
指
導
者
層
が
中
心
と
な

り
、そ
の
事
実
と
日
本
が
置
か
れ
た
現
状
を「
勝
ち
組（
戦
勝
派
）」の
人
び

と
に
広
め
よ
う
と
し
た
運
動
。時
局
認
識
運
動
。運
動
に
従
事
す
る
人
び

と
は「
負
け
組（
認
識
派
）」と
呼
ば
れ
た
。

国
立
国
会
図
書
館
サ
イ
ト「
第
六
章
　
日
系
社
会
の
分
裂
対
立（
一
）勝
ち
組
と
負
け
組
」『
ブ

ラ
ジ
ル
移
民
の
一
〇
〇
年
』

https://w
w
w
.ndl.go.jp/brasil/s6/s6_1.htm
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特
別
展
示
室

会
場

吾川蚕糸会
第三回品評会名簿　繭の部

（吉良家資料）

高知育児会規約
（吉良家資料）

順
吉
は
民
権
期
か
ら
数
々
の
社
会
事

業
に
携
わ
り
、高
知
育
児
会
副
会
頭
を
務

め
た
時
期
に
産
婆
教
授
所
を
設
立
、堕
胎

圧
死
の
習
慣
根
絶
を
目
指
し
て
演
説
活

動
も
行
い
ま
し
た
。ま
た
、息
子
の
禎
吉

は
蚕
種
検
査
員
を
長
年
務
め
、養
蚕
業
の

発
展
に
貢
献
し
た
と
し
て
大
日
本
蚕
糸

会
か
ら
功
労
者
表
彰
を
受
け
て
い
ま
す
。

義
昌
は
高
知
県
水
産
組
合
の
初
代
組

合
長
と
し
て
漁
業
権
認
可
の
た
め
尽
力

し
た
ほ
か
、高
知
育
児
会
会
頭
、土
佐
慈

善
協
会
会
長
、土
佐
農
工
銀
行
監
査
役
な

ど
の
要
職
を
歴
任
。細
川
家
に
は
被
災
地

や
教
育
施
設
へ
の
寄
付
金
に
関
す
る
資

料
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

名
望
家
た
ち
は
、豊
か
な
経
済
力
と
教

養
を
有
し
な
が
ら
、政
治
・
産
業
・
教
育

な
ど
様
々
な
分
野
で
地
域
に
貢
献
し
、そ

の
発
展
を
支
え
ま
し
た
。

細川義昌日記
（細川家資料）

１２，０００点を越える細川家資料の中でも、特に近
代研究に活用されてきた日記類。このコーナーで
は義昌と家族の日記を紹介するほか、吉良家に伝
わる禎吉の日記を初公開。名望家たちの日常をの
ぞいてみませんか。

細川家資料
吾川郡秋山村（現・高知市春
野町）出身の民権家、細川
義昌の家に伝わる資料群。
当主日記、書簡、書籍など。

吉良家資料
吾川郡弘岡下ノ村（現・
高知市春野町）出身の
民権家、吉良順吉の家
に伝わる資料群。息子・
禎吉を含む親子二代の
活動記録。禎吉日記、書
簡など。令和二年新収
資料（寄託）。

吉良禎吉日記
（吉良家資料）

 JIYU NO TOMOSHIBI  vol.92 2 JIYU NO TOMOSHIBI  vol.923



日記の世界

コーナー展示

村
中  

大
樹  

氏

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

第
一
〇
七
回
高
知
近
代
史
研
究
会
報
告

ブ
ラ
ジ
ル
と
高
知
を
結
ぶ

―

森
田
友
和
氏
関
連
資
料
整
理
か
ら
見
え
る
も
の―

近
代
に
お
け
る
地
域
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、多
方

面
で
活
躍
し
た「
名
望
家
」た
ち
。本
展
で
は
、高
知
市
春
野

町
出
身
の
名
望
家
、細
川
義
昌（
秋
山
村
）と
吉
良
順
吉

（
弘
岡
下
ノ
村
）に
関
す
る
記
録
を
中
心
に
紹
介
し
ま
す
。

二
人
は
同
郷
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、同
じ
く
地
主
で
あ

り
、農
家
出
身
で
あ
り
、自
由
民
権
運
動
に
参
加
し
た
経

歴
を
持
ち
ま
す
。細
川
・
吉
良
両
家
に
伝
わ
っ
た
資
料
か

ら
、春
野
地
域
の
名
望
家
の
役
割
と
そ
の
実
態
に
迫
り

ま
す
。

細
川
・
吉
良
両
家
に
は
、近
世
以
降
の
土
地
所
有
に
関

す
る
資
料
が
多
く
伝
わ
っ
て
お
り
、明
治
期
の
も
の
か
ら

は
、地
租
改
正
に
よ
る
地
域
の
混
乱
が
う
か
が
え
ま
す
。

義
昌
は
明
治
一
四
年
か
ら
秋
山
村
の
地
主
総
代
と
し
て
地

位
等
級
の
選
評
を
行
い
ま
す
が
、選
評
結
果
は
課
税
額
に

直
結
す
る
た
め
に

度
々
揉
め
ご
と
が

起
こ
り
、村
内
の

調
整
に
奔
走
す
る

日
々
を
送
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。

細川義昌書簡  田所梶宛（細川家資料）
獄中書簡。

地券（細川家資料）
地租改正により、私有地の証明として

新たに「地券」が配られた。

地租軽減建白書（吉良家資料）
植木枝盛起草。

高知県水産組合感謝状
（細川家資料）

武市安哉書簡  山田平左衛門他宛（吉良家資料）
第一議会解散後の土佐派の動向を記した書簡。宛名には義昌、順吉両名も含まれる。

地
主
と
し
て

義
昌
と
順
吉
は
、地
方
議
員
と
し
て
活
動
し
な
が
ら
、吾
南

地
域
の
自
由
民
権
運
動
指
導
者
と
し
て
も
活
躍
し
ま
し
た
。地

租
減
額
を
訴
え
た
三
大
事
件
建
白
運
動
で
は
、両
名
と
も
吾
川

郡
南
部
一
五
箇
村
総
代
と
し
て
上
京
し
、保
安
条
例
に
よ
る
退

去
命
令
を
受
け
ま
し
た
。義
昌
は
こ
れ
に
応
じ
ず
入
獄
、細
川
家

に
は
獄
中
か
ら
母
に
宛
て
た
書
簡
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

自
由
民
権
を
も
と
め
て

地
域
の
た
め
に

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
て
間
も
な
い
期
間
に
ブ
ラ
ジ
ル
と

日
本（
高
知
）を
結
ぶ
活
動
を
行
っ
て
い
た
森
田
友
和
氏
の
資

料
群
が
、高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い

る
。そ
の
う
ち
書
簡
類
を
取
り
上
げ
、ブ
ラ
ジ
ル
移
民
研
究
に

お
け
る
重
要
な
資
料
と
し
て
紹
介
し
た
。

森
田
氏
は
、高
岡
郡
波
介
村（
現
在
の
土
佐
市
）出
身
、昭

和
九（
一
九
三
四
）年
に
両
親
と
と
も
に
三
歳
で
ブ
ラ
ジ
ル
に

渡
り
、サ
ン
パ
ウ
ロ
市
近
郊
の
コ
チ
ア
郡
で
暮
ら
し
た
。コ
チ

ア
郡
は
、高
知
県
出
身
者
が
多
く
、ブ
ラ
ジ
ル
で
一
時
南
米
最

大
の
規
模
と
な
っ
た
コ
チ
ア
産
業
組
合
創
業
の
地
と
し
て
知

ら
れ
る
。森
田
一
家
は
ブ
ラ
ジ
ル
に
定
住
せ
ず
、二
人
の
兄
弟

を
残
し
て
昭
和
一
六（
一
九
四
一
）年
に
は
帰
国
す
る
。森
田
氏

は
、家
族
よ
り
一
足
早
く
、同
年
代
の
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に

日
本
に
戻
っ
た
。当
時
、教
育
の
た
め
に
子
ど
も
だ
け
帰
国
さ

せ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
か
っ
た
が
、そ
の
際
、大
人
が
引
率
者

と
し
て
数
人
の
子
ど
も
を
日
本
ま
で
送
り
届
け
る
こ
と
が

あ
っ
た
。ま
た
そ
の
た
め
戦
争
に
よ
っ
て
家
族
が
分
断
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
。

自
由
民
権
記
念
館
が
所
蔵
し
て
い
る
書
簡
に
は
、コ
チ
ア

産
業
組
合
専
務
理
事
や
森
田
氏
帰
国
時
の
引
率
者
か
ら
の

も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。そ
れ
ぞ
れ
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
社
会
で

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
で
あ
り
、同
郷
や
同
船
、あ

る
い
は
二
世
と
い
っ
た
横
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
ま

ず
確
認
で
き
る
。

報
告
で
は
、戦
後
コ
チ
ア
産
業
組
合
専
務
理
事
を
つ
と
め

た
大
平
清
実
と「
移
民
二
世
」の
書
簡
を
取
り
上
げ
た
。

太
平
洋
戦
争
の
終
結
後
、ブ
ラ
ジ
ル
日
系
社
会
で
は「
勝

ち
組
・
負
け
組
抗
争
」と
呼
ば
れ
る
日
本
人
移
民
間
で
の
対

立
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
。こ
の
混
乱
に
お
い
て
、コ
チ

ア
産
業
組
合
は
、認
識
運
動
¹の
旗
振
り
役
を
担
っ
て
い
る
。

大
平
は
、慰
問
物
資
の
正
確
な
配
送
と
と
も
に
、郷
里
高
知

か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
の
同
胞
へ
向
け
て
日
本
敗
戦
の
正
確
な
情
報

を
親
族
に
向
け
て
送
っ
て
欲
し
い
と
手
紙
の
中
で
頼
ん
で
い

る
。当
時
一
七
歳
の
青
年
で
あ
っ
た
森
田
氏
は
、こ
れ
に
応

え
、同
郷
の
大
平
と
手
紙
の
や
り
取
り
を
重
ね
る
な
か
で
積

極
的
に
高
知
の
メ
デ
ィ
ア
へ
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

「
負
け
組
」は
当
時
の
日
系
社
会
で
は
圧
倒
的
に
少
数
派

で
あ
っ
た
。当
面
日
本
に
帰
れ
る
見
込
み
が
な
い
移
民
に

と
っ
て
、敗
戦
を
認
め
る
こ
と
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
の
生
活
を
建

て
る
に
あ
た
っ
て
の
大
前
提
で
あ
っ
た
。ま
た
産
業
組
合
に

と
っ
て
は
、「
勝
ち
組
」の
横
行
は
、活
動
に
支
障
を
き
た
す
重

大
な
問
題
で
あ
る
。し
た
が
っ
て「
負
け
組
」に
よ
る
認
識
運

動
は
戦
後
日
系
社
会
の
重
要
項
目
で
あ
り
、さ
ま
ざ
ま
な
方

策
が
と
ら
れ
た
が
、な
か
で
も
日
本
に
い
る
親
族
か
ら
日
本

の
状
況
を
知
ら
せ
る
手
紙
を
送
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
効
果
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。大
平
書
簡
に
は
、そ
の
働
き
か

け
の
内
容
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。産
業
組
合
専
務
理

事
か
ら
そ
う
し
た
依
頼
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と

も
含
め
て
、貴
重
な
史
料
だ
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
は
、ブ
ラ
ジ
ル
に
残
っ
た
家
族
と
離
れ
て
暮
ら

す「
移
民
二
世
」か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。戦
後
高
知
で「
ブ
ラ
ジ

ル
二
世
ク
ラ
ブ
」を
結
成
し
た
森
田
氏
は
、ブ
ラ
ジ
ル
日
系
二

世
の
集
い
で
あ
る「
南
桜
会
」を
結
成
し
た
と
さ
れ
る
馬
場
謙

介（
森
田
氏
帰
国
時
の
引
率
者
）や
、ブ
ラ
ジ
ル
と
日
本
と
の

間
で
生
き
別
れ
に
な
っ
た
二
世
ら
の
世
話
を
し
て
い
た
組
織

「
青
空
会
」代
表
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
。青
空
会
代
表

は
、広
島
に
い
る
二
世
が
帰
国
の
準
備
を
進
め
て
い
る
も
の

の
ブ
ラ
ジ
ル
に
い
る
両
親
が「
勝
ち
組
」で
あ
る
た
め
、帰
国

す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
困
っ
て
い
る
か
ら
様
子
を
見
に
行
っ

て
欲
し
い
と
森
田
氏
に
依
頼
し
て
い
る
。こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、戦
後
日
本
で
暮
ら
す
移

民
二
世
の
お
か
れ
た
状
況
が
伝
わ
る
興
味
深
い
内
容
で
あ
る

と
同
時
に
、同
様
な
境
遇
に
お
か
れ
た
二
世
ら
が
支
援
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、情
報
共
有
が
行
わ
れ
て
い
た
様

子
も
確
認
で
き
る
。

紹
介
し
た
書
簡
を
は
じ
め
と
す
る
森
田
氏
の
資
料
群
は
、

戦
後（
一
九
四
六
〜
一
九
五
二
年
）の
ブ
ラ
ジ
ル
日
系
社
会
を

め
ぐ
る
動
向
を
知
る
た
め
の
貴
重
な
手
が
か
り
と
な
る
。

¹
日
本
敗
戦
を
受
け
入
れ
た
当
時
の
日
系
社
会
の
指
導
者
層
が
中
心
と
な

り
、そ
の
事
実
と
日
本
が
置
か
れ
た
現
状
を「
勝
ち
組（
戦
勝
派
）」の
人
び

と
に
広
め
よ
う
と
し
た
運
動
。時
局
認
識
運
動
。運
動
に
従
事
す
る
人
び

と
は「
負
け
組（
認
識
派
）」と
呼
ば
れ
た
。

国
立
国
会
図
書
館
サ
イ
ト「
第
六
章
　
日
系
社
会
の
分
裂
対
立（
一
）勝
ち
組
と
負
け
組
」『
ブ

ラ
ジ
ル
移
民
の
一
〇
〇
年
』

https://w
w
w
.ndl.go.jp/brasil/s6/s6_1.htm
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特
別
展
示
室

会
場

吾川蚕糸会
第三回品評会名簿　繭の部

（吉良家資料）

高知育児会規約
（吉良家資料）

順
吉
は
民
権
期
か
ら
数
々
の
社
会
事

業
に
携
わ
り
、高
知
育
児
会
副
会
頭
を
務

め
た
時
期
に
産
婆
教
授
所
を
設
立
、堕
胎

圧
死
の
習
慣
根
絶
を
目
指
し
て
演
説
活

動
も
行
い
ま
し
た
。ま
た
、息
子
の
禎
吉

は
蚕
種
検
査
員
を
長
年
務
め
、養
蚕
業
の

発
展
に
貢
献
し
た
と
し
て
大
日
本
蚕
糸

会
か
ら
功
労
者
表
彰
を
受
け
て
い
ま
す
。

義
昌
は
高
知
県
水
産
組
合
の
初
代
組

合
長
と
し
て
漁
業
権
認
可
の
た
め
尽
力

し
た
ほ
か
、高
知
育
児
会
会
頭
、土
佐
慈

善
協
会
会
長
、土
佐
農
工
銀
行
監
査
役
な

ど
の
要
職
を
歴
任
。細
川
家
に
は
被
災
地

や
教
育
施
設
へ
の
寄
付
金
に
関
す
る
資

料
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

名
望
家
た
ち
は
、豊
か
な
経
済
力
と
教

養
を
有
し
な
が
ら
、政
治
・
産
業
・
教
育

な
ど
様
々
な
分
野
で
地
域
に
貢
献
し
、そ

の
発
展
を
支
え
ま
し
た
。

細川義昌日記
（細川家資料）

１２，０００点を越える細川家資料の中でも、特に近
代研究に活用されてきた日記類。このコーナーで
は義昌と家族の日記を紹介するほか、吉良家に伝
わる禎吉の日記を初公開。名望家たちの日常をの
ぞいてみませんか。

細川家資料
吾川郡秋山村（現・高知市春
野町）出身の民権家、細川
義昌の家に伝わる資料群。
当主日記、書簡、書籍など。

吉良家資料
吾川郡弘岡下ノ村（現・
高知市春野町）出身の
民権家、吉良順吉の家
に伝わる資料群。息子・
禎吉を含む親子二代の
活動記録。禎吉日記、書
簡など。令和二年新収
資料（寄託）。

吉良禎吉日記
（吉良家資料）
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竹
島
は
潮
江
地
区
に
あ
る
史
跡
の
一
つ
で

す
。写
真
を
映
し「
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？
」と
問
い
か
け
る
と
、「
家
の
近
く
！
」

「
毎
日
見
て
る
！
」な
ど
と
答
え
て
く
れ
ま
し

た
。竹

島
の「
島
」と
い
う
名
か
ら
は
こ
の
場
所

が
昔
は
海
に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、明
治

初
期
の
地
図
か
ら
は
地
域
が
埋
め
立
て
ら
れ

た
後
も
山
の
よ
う
な
形
を
残
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。そ
の
後
の
開
発
に
よ
っ
て

大
き
く
削
ら
れ
た
結
果
、現
在
で
は
大
き
な

岩
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
竹
島
跡
で
す

が
、潮
江
地
区
の
地
理
と
開
発
の
歴
史
を
物

語
る
重
要
な
史
跡
な
の
で
す
。

常設展示室と同じ
章立てになりました。

楽しみながら展示室を
回ってもらえるよう、クイ
ズを作成しました。どの
学年の子どもでも回答し
やすいよう、記述式では
なく選択式にしました。

読み物として学校や家
で活用してもらえるよ
う、各章すべての概要
を記しています。

解説文とともに絵や
資料画像を掲載する
ことで、視覚的に自
由民権運動を理解し
てもらえるようにし
ました。

出
前
授
業
に
行
っ
て
き
ま
し
た
！

出前授業のほか、社会科見学や遠足等で来館
いただいた児童・生徒のみなさんに、学芸員や担
当者による展示解説を行っています。また、楽し
みながら自由民権運動及び近代の歴史を学べる
体験メニューを御用意しています。御希望の方
は、お気軽にお問い合わせください。

•常設展示解説
（1時間程度／時間は調整可能）

•企画展示解説
（30分～1時間程度／開催期間のみ）

•DVD「自由民権運動って何？」鑑賞
（15分程度／子ども向け）

•大型パズル
（当館所蔵の古地図・錦絵などをパズルにしたもの）

•すごろく体験
（自由民権運動についての近代のすごろく）

ワークシートを しました！改訂

当
館
で
は
、自
由
民
権
運
動
や
高
知
市
の
近
代
史
に
つ
い
て
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
、

様
々
な
学
校
連
携
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。今
年
は
、高
知
市
立
潮
江
南
小
学
校
か
ら
お
声
が
け
い

た
だ
き
、５
年
生
２
ク
ラ
ス
へ
出
前
授
業
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
御
依
頼
は
、潮
江
南
小
学
校
開
校
五
〇
周
年
記
念
に
児
童
の
み
な
さ
ん
が
潮
江
地
区
の
歴

史
に
つ
い
て
調
べ
学
習
を
す
る
に
当
た
っ
て
、潮
江
地
区
に
ど
う
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
か
紹
介
し

て
ほ
し
い
、と
い
う
も
の
で
し
た
。高
知
城
歴
史
博
物
館
と
協
力
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
施
を

予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
校
外
活
動
が
難
し
く
な
っ
た
た

め
、全
三
回
の
出
前
授
業
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

当
館
は
、「
竹
島
跡
」「
板
垣
退
助
と
潮
江
地
区
」「
潮
江
地
区
の
自
由
民
権
運
動
」の
３
つ
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

竹
島
跡
に
つ
い
て

児童・生徒のみなさんを常設展示室に案
内する際に配布している「ワークシート」
を、より使いやすく、理解しやすく、親しみや
すいものにするための改訂を行いました。
改訂に当たっては高知市教育研究会社
会科部会の先生方に数々の貴重な御意見
をいただきました。御協力ありがとうござい
ました。

児
童
の
み
な
さ
ん
は
ま
だ
自
由
民
権

運
動
に
つ
い
て
学
習
し
て
い
な
い
た
め
、

ま
ず
は
当
館
が
作
成
し
た
子
ど
も
対
象

D
V
D「
自
由
民
権
っ
て
何
？
」を
視
聴

し
て
も
ら
っ
た
後
、板
垣
退
助
邸
跡
、板

垣
退
助
帰
朝
記
念
碑
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
し
た
。

板
垣
退
助
は
、自
由
民
権
運
動
が
盛
り

上
が
り
を
見
せ
て
い
た
明
治
一
〇
年
秋

か
ら
潮
江
新
田（
現
在
の
高
知
市
萩
町
二

丁
目
）に
移
り
住
ん
で
い
ま
す
。こ
こ
に

は
、片
岡
健
吉
や
植
木
枝
盛
、河
野
広
中

な
ど
、県
内
外
か
ら
著
名
な
民
権
家
が
数

多
く
訪
れ
ま
し
た
。こ
の
家
の
思
い
出
話

と
し
て
、退
助
は
い
つ
も
大
小
の
刀
と
ピ

ス
ト
ル
を
枕
元
に
準
備
し
て
寝
て
い
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
お
話
し
ま
し
た
。

ま
た
、退
助
が
洋
行
か
ら
帰
っ
て
き
た

際
に
大
規
模
な
歓
迎
会
を
し
た「
丸
山

台
」と
い
う
島
に
つ
い
て
、自
由
民
権
期

は
温
泉
が
経
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
当

時
の
新
聞
挿
絵
と
と
も
に
紹
介
す
る
と
、

み
な
さ
ん
大
変
驚
い
た
様
子
で
し
た
。さ

ら
に
、温
泉
水
と
し
て
海
水
と
五
台
山
の

「
独
鈷
水
」を
混
ぜ
て
使
っ
て
い
た
こ
と

を
説
明
す
る
と
、「
独
鈷
水
を
汲
ん
で
き

て
御
利
益
が
あ
っ
た
ら
、生
き
た
鯉
を
お

返
し
せ
な
い
か
ん
っ
て
お
母
さ
ん
が
言
い

よ
っ
た
」と
い
う
お
話
を
し
て
く
れ
た
児

童
さ
ん
も
い
ま
し
た
。

板
垣
退
助
と
潮
江
地
区
に
つ
い
て

自
由
民
権
運
動
が
盛
ん
な
頃
、高
知
市
内
に
は
地

域
ご
と
に
民
権
結
社
が
存
在
し
、潮
江
地
区
に
は
発

陽
社
が
あ
り
ま
し
た
。発
陽
社
に
参
加
し
た
地
域
の

民
権
家
と
し
て
岡
本
方
俊
と
弘
瀬
重
正
が
い
ま
す
。

潮
江
西
の
丸
公
園
に
あ
る
石
碑
の
存
在
を
知
っ

て
い
る
児
童
さ
ん
も
多
く
い
ま
し
た
。

岡
本
が
爆
弾
で
大
け
が
を
し
た
こ
と
や
、弘
瀬
が

福
島
で
自
由
民
権
運
動
の
先
生
を
し
て
い
た
頃
の

月
給
が
十
円
で
あ
っ
た
こ
と
を
話
す
と
み
ん
な
驚
い

て
く
れ
ま
し
た
。ち
な
み
に
月
給
十
円
は
当
時
そ
れ

な
り
の
金
額
な
の
で
す
が
、み
な
さ
ん
に
は
安
す
ぎ

る
と
思
え
た
よ
う
で
す
。お
金
の
価
値
は
変
わ
る
こ

と
を
伝
え「
一
五
〇
年
前
の
一
円
っ
て
今
の
何
円
く

ら
い
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」と
声
を
か
け
る
と
口
々

に
数
字
を
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

潮
江
地
区
の
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て

歴史の学習が
まだ始まっていないみなさんにとって、
少し難しい話もあったかもしれませんが、
地域の歴史について興味を持つ
きっかけになっていれば幸いです。

展示
解説・体験

メニューの御案内

板垣退助邸跡

岡本方俊記念碑・弘瀬重正顕彰碑
潮江西の丸公園に、並んで建立されている。
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竹
島
は
潮
江
地
区
に
あ
る
史
跡
の
一
つ
で

す
。写
真
を
映
し「
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

か
？
」と
問
い
か
け
る
と
、「
家
の
近
く
！
」

「
毎
日
見
て
る
！
」な
ど
と
答
え
て
く
れ
ま
し

た
。竹

島
の「
島
」と
い
う
名
か
ら
は
こ
の
場
所

が
昔
は
海
に
囲
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、明
治

初
期
の
地
図
か
ら
は
地
域
が
埋
め
立
て
ら
れ

た
後
も
山
の
よ
う
な
形
を
残
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。そ
の
後
の
開
発
に
よ
っ
て

大
き
く
削
ら
れ
た
結
果
、現
在
で
は
大
き
な

岩
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
竹
島
跡
で
す

が
、潮
江
地
区
の
地
理
と
開
発
の
歴
史
を
物

語
る
重
要
な
史
跡
な
の
で
す
。

常設展示室と同じ
章立てになりました。

楽しみながら展示室を
回ってもらえるよう、クイ
ズを作成しました。どの
学年の子どもでも回答し
やすいよう、記述式では
なく選択式にしました。

読み物として学校や家
で活用してもらえるよ
う、各章すべての概要
を記しています。

解説文とともに絵や
資料画像を掲載する
ことで、視覚的に自
由民権運動を理解し
てもらえるようにし
ました。

出
前
授
業
に
行
っ
て
き
ま
し
た
！

出前授業のほか、社会科見学や遠足等で来館
いただいた児童・生徒のみなさんに、学芸員や担
当者による展示解説を行っています。また、楽し
みながら自由民権運動及び近代の歴史を学べる
体験メニューを御用意しています。御希望の方
は、お気軽にお問い合わせください。

•常設展示解説
（1時間程度／時間は調整可能）

•企画展示解説
（30分～1時間程度／開催期間のみ）

•DVD「自由民権運動って何？」鑑賞
（15分程度／子ども向け）

•大型パズル
（当館所蔵の古地図・錦絵などをパズルにしたもの）

•すごろく体験
（自由民権運動についての近代のすごろく）

ワークシートを しました！改訂

当
館
で
は
、自
由
民
権
運
動
や
高
知
市
の
近
代
史
に
つ
い
て
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
、

様
々
な
学
校
連
携
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。今
年
は
、高
知
市
立
潮
江
南
小
学
校
か
ら
お
声
が
け
い

た
だ
き
、５
年
生
２
ク
ラ
ス
へ
出
前
授
業
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
御
依
頼
は
、潮
江
南
小
学
校
開
校
五
〇
周
年
記
念
に
児
童
の
み
な
さ
ん
が
潮
江
地
区
の
歴

史
に
つ
い
て
調
べ
学
習
を
す
る
に
当
た
っ
て
、潮
江
地
区
に
ど
う
い
っ
た
歴
史
が
あ
る
の
か
紹
介
し

て
ほ
し
い
、と
い
う
も
の
で
し
た
。高
知
城
歴
史
博
物
館
と
協
力
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
施
を

予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
校
外
活
動
が
難
し
く
な
っ
た
た

め
、全
三
回
の
出
前
授
業
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

当
館
は
、「
竹
島
跡
」「
板
垣
退
助
と
潮
江
地
区
」「
潮
江
地
区
の
自
由
民
権
運
動
」の
３
つ
の
テ
ー
マ

に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

竹
島
跡
に
つ
い
て

児童・生徒のみなさんを常設展示室に案
内する際に配布している「ワークシート」
を、より使いやすく、理解しやすく、親しみや
すいものにするための改訂を行いました。
改訂に当たっては高知市教育研究会社
会科部会の先生方に数々の貴重な御意見
をいただきました。御協力ありがとうござい
ました。

児
童
の
み
な
さ
ん
は
ま
だ
自
由
民
権

運
動
に
つ
い
て
学
習
し
て
い
な
い
た
め
、

ま
ず
は
当
館
が
作
成
し
た
子
ど
も
対
象

D
V
D「
自
由
民
権
っ
て
何
？
」を
視
聴

し
て
も
ら
っ
た
後
、板
垣
退
助
邸
跡
、板

垣
退
助
帰
朝
記
念
碑
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
し
た
。

板
垣
退
助
は
、自
由
民
権
運
動
が
盛
り

上
が
り
を
見
せ
て
い
た
明
治
一
〇
年
秋

か
ら
潮
江
新
田（
現
在
の
高
知
市
萩
町
二

丁
目
）に
移
り
住
ん
で
い
ま
す
。こ
こ
に

は
、片
岡
健
吉
や
植
木
枝
盛
、河
野
広
中

な
ど
、県
内
外
か
ら
著
名
な
民
権
家
が
数

多
く
訪
れ
ま
し
た
。こ
の
家
の
思
い
出
話

と
し
て
、退
助
は
い
つ
も
大
小
の
刀
と
ピ

ス
ト
ル
を
枕
元
に
準
備
し
て
寝
て
い
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
お
話
し
ま
し
た
。

ま
た
、退
助
が
洋
行
か
ら
帰
っ
て
き
た

際
に
大
規
模
な
歓
迎
会
を
し
た「
丸
山

台
」と
い
う
島
に
つ
い
て
、自
由
民
権
期

は
温
泉
が
経
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
当

時
の
新
聞
挿
絵
と
と
も
に
紹
介
す
る
と
、

み
な
さ
ん
大
変
驚
い
た
様
子
で
し
た
。さ

ら
に
、温
泉
水
と
し
て
海
水
と
五
台
山
の

「
独
鈷
水
」を
混
ぜ
て
使
っ
て
い
た
こ
と

を
説
明
す
る
と
、「
独
鈷
水
を
汲
ん
で
き

て
御
利
益
が
あ
っ
た
ら
、生
き
た
鯉
を
お

返
し
せ
な
い
か
ん
っ
て
お
母
さ
ん
が
言
い

よ
っ
た
」と
い
う
お
話
を
し
て
く
れ
た
児

童
さ
ん
も
い
ま
し
た
。

板
垣
退
助
と
潮
江
地
区
に
つ
い
て

自
由
民
権
運
動
が
盛
ん
な
頃
、高
知
市
内
に
は
地

域
ご
と
に
民
権
結
社
が
存
在
し
、潮
江
地
区
に
は
発

陽
社
が
あ
り
ま
し
た
。発
陽
社
に
参
加
し
た
地
域
の

民
権
家
と
し
て
岡
本
方
俊
と
弘
瀬
重
正
が
い
ま
す
。

潮
江
西
の
丸
公
園
に
あ
る
石
碑
の
存
在
を
知
っ

て
い
る
児
童
さ
ん
も
多
く
い
ま
し
た
。

岡
本
が
爆
弾
で
大
け
が
を
し
た
こ
と
や
、弘
瀬
が

福
島
で
自
由
民
権
運
動
の
先
生
を
し
て
い
た
頃
の

月
給
が
十
円
で
あ
っ
た
こ
と
を
話
す
と
み
ん
な
驚
い

て
く
れ
ま
し
た
。ち
な
み
に
月
給
十
円
は
当
時
そ
れ

な
り
の
金
額
な
の
で
す
が
、み
な
さ
ん
に
は
安
す
ぎ

る
と
思
え
た
よ
う
で
す
。お
金
の
価
値
は
変
わ
る
こ

と
を
伝
え「
一
五
〇
年
前
の
一
円
っ
て
今
の
何
円
く

ら
い
だ
と
思
い
ま
す
か
？
」と
声
を
か
け
る
と
口
々

に
数
字
を
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

潮
江
地
区
の
自
由
民
権
運
動
に
つ
い
て

歴史の学習が
まだ始まっていないみなさんにとって、
少し難しい話もあったかもしれませんが、
地域の歴史について興味を持つ
きっかけになっていれば幸いです。

展示
解説・体験

メニューの御案内

板垣退助邸跡

岡本方俊記念碑・弘瀬重正顕彰碑
潮江西の丸公園に、並んで建立されている。
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一
八
五
二（
嘉
永
五
）年
四
月
一
九
日
、吉
田
東
洋
の
長
男
と
し
て

出
生
。母
は
、後
藤
象
二
郎
の
伯
母
・
琴
。一
八
六
二（
文
久
二
）年
四

月
八
日
、東
洋
が
土
佐
勤
王
党
に
暗
殺
さ
れ
、一
八
六
四（
元
治
元
）

年
に
母
が
病
死
し
た
後
は
、従
兄
弟
の
後
藤
象
二
郎
に
育
て
ら
れ

た
。藩
校
致
道
館
で
学
ん
だ
後
、一
八
六
八（
明
治
元
）年
、江
戸
に
出

て
英
学
や
法
学
を
学
ぶ
。

一
八
七
〇（
明
治
三
）年
か
ら
一
八
七
三（
明
治
六
）年
ま
で
の
間
、

外
務
省
職
員
と
し
て
横
浜
の
英
国
総
領
事
館
に
勤
務
し
、総
領
事

ジ
ョ
ン
・
ケ
リ
ー
・
ホ
ー
ル
の
薫
陶
を
受
け
た
。一
八
七
四（
明
治

七
）年
、司
法
省
十
三
等
出
仕
と
な
り
、一
八
七
六（
明
治
九
）年
に
は

愛
媛
県
七
等
出
仕
兼
七
等
判
事
に
、翌
一
八
七
七（
明
治
一
〇
）年
一

月
に
は
、権
少
書
記
官
に
就
任
し
た
が
、同
月
一
九
日
、依
願
退
職
。

同
年
四
月
、立
志
社
創
立
後
に
帰
高
し
て
、自
由
民
権
運
動
に
参
加

し
、六
月
に
片
岡
健
吉
が
京
都
行
在
所
に
提
出
し
た
立
志
社
建
白
の

起
草
に
、植
木
枝
盛
と
と
も
に
関
わ
っ
た
。そ
の
後
、立
志
社
機
関
誌

『
海
南
新
誌
』『
土
陽
雑
誌
』な
ど
の
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
、演
説
会

で
は
厳
し
い
政
府
批
判
を
行
い
、聴
衆
を
驚
か
せ
る
場
面
も
あ
っ
た
。

一
八
七
九（
明
治
一
二
）年
五
月
二
〇
日
に
は
、ロ
ン
ド
ン
で
馬
場

辰
猪
と
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
親
友
の
真
辺
戒
作
が
、突
然
来
訪

し
、正
春
の
眼
前
で
自
殺
を
と
げ
る
衝
撃
的
な
事
件
が
発
生
し
て
い

る
。こ
の
事
件
の
後
、再
び
外
務
省
職
員
と
な
っ
た
正
春
は
、一
八
八

〇（
明
治
一
三
）年
か
ら
一
八
八
三（
明
治
一
六
）年
の
間
に
二
度
の

外
遊
を
経
験
し
た
。

初
め
は
一
八
八
〇（
明
治
一
三
）年
四
月
か
ら
翌
一
八
八
一（
明
治

一
四
）年
七
月
ま
で
で
あ
り
、外
務
省
御
用
掛
と
し
て
カ
ー
ジ
ャ
ー

ル
朝
ペ
ル
シ
ャ
を
国
情
・
商
況
調
査
の
目
的
で
訪
問
し
、翌
年
ト
ル

コ
経
由
で
帰
朝
し
て
い
る
。こ
れ
は
、一
八
七
八（
明
治
一
一
）年
、榎

本
武
揚
駐
ロ
シ
ア
公
使
が
、ロ
シ
ア
で
ペ
ル
シ
ャ
国
王
及
び
総
理
大

臣
と
会
見
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
外
遊
で
あ
る
。正
春
を

団
長
と
す
る
使
節
団
総
勢
一
〇
名
は
、出
身
も
国
籍
も
ま
ち
ま
ち
な

混
成
部
隊
で
あ
り
、旅
程
は
非
常
に
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。一
八

九
四（
明
治
二
七
）年
に
著
し
た『
回
彊
探
検
・
波
斯
之
旅
』に
よ
る

と
、吉
田
使
節
団
は
、イ
ラ
ン
南
部
の
港
町
を
七
月
に
出
発
し
、ラ
ク

ダ
に
ま
た
が
り
砂
嵐
や
盗
賊
、猛
獣
に
怯
え
な
が
ら
、激
し
い
温
度

差
に
も
耐
え
、イ
ラ
ン
高
原
や
砂
漠
地
帯
を
踏
破
し
た
。二
度
目
は
、

一
八
八
二（
明
治
一
五
）年
三
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
の
間
、伊
藤
博

文
の
憲
法
調
査
に
外
務
省
少
書
記
官
と
し
て
欧
州
派
遣
に
随
行
し

て
お
り
、ド
イ
ツ
で
は
法
学
博
士
の
グ
ナ
イ
ス
ト
や
ラ
ス
カ
ル
に
接

見
す
る
な
ど
、憲
法
や
地
方
自
治
制
度
の
研
究
を
精
力
的
に
行
っ
た
。

一
八
八
六（
明
治
一
九
）年
に
は
外
務
省
を
辞
め
、後
藤
象
二
郎
の

大
同
団
結
運
動
に
参
加
し
、一
八
八
七（
明
治
二
〇
）年
一
二
月
の
保

安
条
例
発
布
に
よ
り
、東
京
か
ら
満
三
年
の
退
去
命
令
を
受
け
た
。

そ
の
後
、『
政
論
』な
ど
に
執
筆
活
動
を
行
い
、一
八
八
九（
明
治
二

二
）年
に
後
藤
象
二
郎
が
逓
信
大
臣
に
就
任
す
る
と
逓
信
書
記
官
と

な
っ
た
。一
九
〇
四（
明
治
三
七
）年
、退
官
し
た
後
は
、日
中
友
好
活

動
に
力
を
尽
く
し
、一
九
二
一（
大
正
一
〇
）年
一
月
一
八
日
、東
京

青
山
で
死
去
し
た
。な
お
、正
春
の
墓
は
、東
京
上
野
の
谷
中
墓
地
に

親
友
の
真
辺
戒
作
の
墓
の
隣
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

正
春
は
、後
藤
象
二
郎
同
様
、民
権
運
動
側
と
政
府
側
と
の
出
入

り
が
激
し
く
、一
貫
性
の
な
い
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。し

か
し
、日
本
人
と
し
て
い
ち
早
く
中
東
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
、晩

年
は
日
中
友
好
活
動
に
力
を
尽
く
し
た
国
際
的
で
広
い
視
野
を

持
っ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。

吉田　正春
よし だ まさはる

（1852～1921）

民

権

家

人

物

録

当
館
開
館
一
周
年
を
記
念
し
て
始
ま
っ
た
こ
の
作
品

展
は
今
年
で
二
二
回
目
と
な
り
ま
し
た
。今
回
も「
歴
史
」

「
人
物
」「
地
理
・
文
化
」な
ど
全
八
分
野
に
数
々
の
力
作
が

集
ま
り
ま
し
た
。

応
募
数
は
合
計
一
三
六
点（
小
学
校
二
六
校
、中
学
校

一
校
）。そ
の
中
か
ら
高
知
市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会

の
先
生
方
約
三
〇
名
に
よ
る
審
査
で
特
別
賞
一
五
点
を

選
定
し
ま
し
た
。

本
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
表
彰
式
は
中
止
と
し
、特
別
賞
受
賞
者
の
皆
さ
ん

に
は
表
彰
状
と
副
賞
を
お
送
り
し
ま
し
た
。特
別
賞
受
賞

作
品
を
下
表
で
御
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、期
間
中
は
約
九
五
〇
名
の
方
に
御
観
覧
い
た
だ

き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

社
会
科
自
由
研
究
作
品
展
報
告

期
間
　
令
和
４
年
１
月
22
日
㈯
〜
２
月
27
日
㈰

共
催
　
高
知
市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会

おさつについてしらべた研究や
すごろく、都道府県パズルが
おもしろかったです。

どの作品も発見があり力作！
すばらしいと思いました。
来年も見に来たいです。

皆さん良く調べて、
ていねいに記録して
いて感心しました。
問題意識もしっかり
ふまえて素晴しい
作品ばかりでした。

第22回社会科自由研究作品展  自由民権記念館特別賞受賞作品

イスバハン府中央ノ会場
イスバハン府とは、イランのエスファハーン州の州都。
吉田正春著『回彊探検　波斯之旅　全』東京博文館
1894（明治27）年発行（国立国会図書館デジタルライブラリー）より転載

シラズ府ニ入ル砦門
シラズ府とは、現在のイラン南西部の都市・シーラーズ。
吉田正春著『回彊探検　波斯之旅　全』東京博文館
1894（明治27）年発行（国立国会図書館デジタルライブラリー）より転載

第22回

受賞名（分野） 作　　　　品　　　　名氏　　名学年学　　校

歴史

体験 高知大学教育学部附属小学校

横浜新町小学校

昭和小学校

高須小学校

高知大学教育学部附属小学校

高知大学教育学部附属小学校

小高坂小学校

大津小学校

鴨田小学校

介良潮見台小学校

横浜小学校

大津小学校

はりまや橋小学校

春野東小学校

旭中学校

1

2

6

2

3

3

4

4

5

6

6

6

6

6

2

鈴木 結仁

髙橋 希実

三嶋 悠平

長尾 佳奈美

森部 詩乃

太田 琉月菜

德平 健佑

平石 杏久

森本 恭加

清水 いろ葉

林 侑俐亜・山本 実嬉

藤原 快成

岡林 修司

楠瀬 芽依奈

マドン ティリー

はんにんはだれだ？

みんなのえがおのために～びょうきとたたかう子どもたちにかみをおくろう！～

東日本大震災の原子力被害について考える 震災から10年 被災地のいま

ぼうさいリュックをしらべよう～わたしにひつようなものは何かな？～

点字の世界におじゃまします。

橋にはひみつがいっぱい

高知やに、りゅうきゅう？

世界の国旗調べ

高知市の公立小学校の校章と意味、由来

SDGsについて

減らせ！ プラごみ

「たっすいがはいかん！」高知の人生ゲーム

高知の偉人～16の銅像めぐり～

春野小の校区の神社について

旧仁淀村についての歴史探究

総合

地域・福祉

地理・文化

環境

産業・交通

人物

～来場者アンケートより～
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一
八
五
二（
嘉
永
五
）年
四
月
一
九
日
、吉
田
東
洋
の
長
男
と
し
て

出
生
。母
は
、後
藤
象
二
郎
の
伯
母
・
琴
。一
八
六
二（
文
久
二
）年
四

月
八
日
、東
洋
が
土
佐
勤
王
党
に
暗
殺
さ
れ
、一
八
六
四（
元
治
元
）

年
に
母
が
病
死
し
た
後
は
、従
兄
弟
の
後
藤
象
二
郎
に
育
て
ら
れ

た
。藩
校
致
道
館
で
学
ん
だ
後
、一
八
六
八（
明
治
元
）年
、江
戸
に
出

て
英
学
や
法
学
を
学
ぶ
。

一
八
七
〇（
明
治
三
）年
か
ら
一
八
七
三（
明
治
六
）年
ま
で
の
間
、

外
務
省
職
員
と
し
て
横
浜
の
英
国
総
領
事
館
に
勤
務
し
、総
領
事

ジ
ョ
ン
・
ケ
リ
ー
・
ホ
ー
ル
の
薫
陶
を
受
け
た
。一
八
七
四（
明
治

七
）年
、司
法
省
十
三
等
出
仕
と
な
り
、一
八
七
六（
明
治
九
）年
に
は

愛
媛
県
七
等
出
仕
兼
七
等
判
事
に
、翌
一
八
七
七（
明
治
一
〇
）年
一

月
に
は
、権
少
書
記
官
に
就
任
し
た
が
、同
月
一
九
日
、依
願
退
職
。

同
年
四
月
、立
志
社
創
立
後
に
帰
高
し
て
、自
由
民
権
運
動
に
参
加

し
、六
月
に
片
岡
健
吉
が
京
都
行
在
所
に
提
出
し
た
立
志
社
建
白
の

起
草
に
、植
木
枝
盛
と
と
も
に
関
わ
っ
た
。そ
の
後
、立
志
社
機
関
誌

『
海
南
新
誌
』『
土
陽
雑
誌
』な
ど
の
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
、演
説
会

で
は
厳
し
い
政
府
批
判
を
行
い
、聴
衆
を
驚
か
せ
る
場
面
も
あ
っ
た
。

一
八
七
九（
明
治
一
二
）年
五
月
二
〇
日
に
は
、ロ
ン
ド
ン
で
馬
場

辰
猪
と
傷
害
事
件
を
起
こ
し
た
親
友
の
真
辺
戒
作
が
、突
然
来
訪

し
、正
春
の
眼
前
で
自
殺
を
と
げ
る
衝
撃
的
な
事
件
が
発
生
し
て
い

る
。こ
の
事
件
の
後
、再
び
外
務
省
職
員
と
な
っ
た
正
春
は
、一
八
八

〇（
明
治
一
三
）年
か
ら
一
八
八
三（
明
治
一
六
）年
の
間
に
二
度
の

外
遊
を
経
験
し
た
。

初
め
は
一
八
八
〇（
明
治
一
三
）年
四
月
か
ら
翌
一
八
八
一（
明
治

一
四
）年
七
月
ま
で
で
あ
り
、外
務
省
御
用
掛
と
し
て
カ
ー
ジ
ャ
ー

ル
朝
ペ
ル
シ
ャ
を
国
情
・
商
況
調
査
の
目
的
で
訪
問
し
、翌
年
ト
ル

コ
経
由
で
帰
朝
し
て
い
る
。こ
れ
は
、一
八
七
八（
明
治
一
一
）年
、榎

本
武
揚
駐
ロ
シ
ア
公
使
が
、ロ
シ
ア
で
ペ
ル
シ
ャ
国
王
及
び
総
理
大

臣
と
会
見
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
外
遊
で
あ
る
。正
春
を

団
長
と
す
る
使
節
団
総
勢
一
〇
名
は
、出
身
も
国
籍
も
ま
ち
ま
ち
な

混
成
部
隊
で
あ
り
、旅
程
は
非
常
に
過
酷
な
も
の
で
あ
っ
た
。一
八

九
四（
明
治
二
七
）年
に
著
し
た『
回
彊
探
検
・
波
斯
之
旅
』に
よ
る

と
、吉
田
使
節
団
は
、イ
ラ
ン
南
部
の
港
町
を
七
月
に
出
発
し
、ラ
ク

ダ
に
ま
た
が
り
砂
嵐
や
盗
賊
、猛
獣
に
怯
え
な
が
ら
、激
し
い
温
度

差
に
も
耐
え
、イ
ラ
ン
高
原
や
砂
漠
地
帯
を
踏
破
し
た
。二
度
目
は
、

一
八
八
二（
明
治
一
五
）年
三
月
か
ら
翌
年
八
月
ま
で
の
間
、伊
藤
博

文
の
憲
法
調
査
に
外
務
省
少
書
記
官
と
し
て
欧
州
派
遣
に
随
行
し

て
お
り
、ド
イ
ツ
で
は
法
学
博
士
の
グ
ナ
イ
ス
ト
や
ラ
ス
カ
ル
に
接

見
す
る
な
ど
、憲
法
や
地
方
自
治
制
度
の
研
究
を
精
力
的
に
行
っ
た
。

一
八
八
六（
明
治
一
九
）年
に
は
外
務
省
を
辞
め
、後
藤
象
二
郎
の

大
同
団
結
運
動
に
参
加
し
、一
八
八
七（
明
治
二
〇
）年
一
二
月
の
保

安
条
例
発
布
に
よ
り
、東
京
か
ら
満
三
年
の
退
去
命
令
を
受
け
た
。

そ
の
後
、『
政
論
』な
ど
に
執
筆
活
動
を
行
い
、一
八
八
九（
明
治
二

二
）年
に
後
藤
象
二
郎
が
逓
信
大
臣
に
就
任
す
る
と
逓
信
書
記
官
と

な
っ
た
。一
九
〇
四（
明
治
三
七
）年
、退
官
し
た
後
は
、日
中
友
好
活

動
に
力
を
尽
く
し
、一
九
二
一（
大
正
一
〇
）年
一
月
一
八
日
、東
京

青
山
で
死
去
し
た
。な
お
、正
春
の
墓
は
、東
京
上
野
の
谷
中
墓
地
に

親
友
の
真
辺
戒
作
の
墓
の
隣
に
建
立
さ
れ
て
い
る
。

正
春
は
、後
藤
象
二
郎
同
様
、民
権
運
動
側
と
政
府
側
と
の
出
入

り
が
激
し
く
、一
貫
性
の
な
い
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。し

か
し
、日
本
人
と
し
て
い
ち
早
く
中
東
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
、晩

年
は
日
中
友
好
活
動
に
力
を
尽
く
し
た
国
際
的
で
広
い
視
野
を

持
っ
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。

吉田　正春
よし だ まさはる

（1852～1921）

民

権

家

人

物

録

当
館
開
館
一
周
年
を
記
念
し
て
始
ま
っ
た
こ
の
作
品

展
は
今
年
で
二
二
回
目
と
な
り
ま
し
た
。今
回
も「
歴
史
」

「
人
物
」「
地
理
・
文
化
」な
ど
全
八
分
野
に
数
々
の
力
作
が

集
ま
り
ま
し
た
。

応
募
数
は
合
計
一
三
六
点（
小
学
校
二
六
校
、中
学
校

一
校
）。そ
の
中
か
ら
高
知
市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会

の
先
生
方
約
三
〇
名
に
よ
る
審
査
で
特
別
賞
一
五
点
を

選
定
し
ま
し
た
。

本
年
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
表
彰
式
は
中
止
と
し
、特
別
賞
受
賞
者
の
皆
さ
ん

に
は
表
彰
状
と
副
賞
を
お
送
り
し
ま
し
た
。特
別
賞
受
賞

作
品
を
下
表
で
御
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、期
間
中
は
約
九
五
〇
名
の
方
に
御
観
覧
い
た
だ

き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

社
会
科
自
由
研
究
作
品
展
報
告

期
間
　
令
和
４
年
１
月
22
日
㈯
〜
２
月
27
日
㈰

共
催
　
高
知
市
教
育
研
究
会
社
会
科
部
会

おさつについてしらべた研究や
すごろく、都道府県パズルが
おもしろかったです。

どの作品も発見があり力作！
すばらしいと思いました。
来年も見に来たいです。

皆さん良く調べて、
ていねいに記録して
いて感心しました。
問題意識もしっかり
ふまえて素晴しい
作品ばかりでした。

第22回社会科自由研究作品展  自由民権記念館特別賞受賞作品

イスバハン府中央ノ会場
イスバハン府とは、イランのエスファハーン州の州都。
吉田正春著『回彊探検　波斯之旅　全』東京博文館
1894（明治27）年発行（国立国会図書館デジタルライブラリー）より転載

シラズ府ニ入ル砦門
シラズ府とは、現在のイラン南西部の都市・シーラーズ。
吉田正春著『回彊探検　波斯之旅　全』東京博文館
1894（明治27）年発行（国立国会図書館デジタルライブラリー）より転載

第22回

受賞名（分野） 作　　　　品　　　　名氏　　名学年学　　校

歴史

体験 高知大学教育学部附属小学校

横浜新町小学校

昭和小学校

高須小学校

高知大学教育学部附属小学校

高知大学教育学部附属小学校

小高坂小学校

大津小学校

鴨田小学校

介良潮見台小学校

横浜小学校

大津小学校

はりまや橋小学校

春野東小学校

旭中学校

1

2

6

2

3

3

4

4

5

6

6

6

6

6

2

鈴木 結仁

髙橋 希実

三嶋 悠平

長尾 佳奈美

森部 詩乃

太田 琉月菜

德平 健佑

平石 杏久

森本 恭加

清水 いろ葉

林 侑俐亜・山本 実嬉

藤原 快成

岡林 修司

楠瀬 芽依奈

マドン ティリー

はんにんはだれだ？

みんなのえがおのために～びょうきとたたかう子どもたちにかみをおくろう！～

東日本大震災の原子力被害について考える 震災から10年 被災地のいま

ぼうさいリュックをしらべよう～わたしにひつようなものは何かな？～

点字の世界におじゃまします。

橋にはひみつがいっぱい

高知やに、りゅうきゅう？

世界の国旗調べ

高知市の公立小学校の校章と意味、由来

SDGsについて

減らせ！ プラごみ

「たっすいがはいかん！」高知の人生ゲーム

高知の偉人～16の銅像めぐり～

春野小の校区の神社について

旧仁淀村についての歴史探究

総合

地域・福祉

地理・文化

環境

産業・交通

人物

～来場者アンケートより～
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当館では、自由民権運動の資料だけでなく、土
佐の近代に関する資料を幅広く収集しています。
今回のコーナー展示では、令和元年度から3年度
にかけて新たに受け入れた資料の中から、新着資
料紹介として、錦絵・書・地図などを展示していま
す。初公開の資料もありますので、この機会にぜ
ひ御覧ください。

自由民権記念館

時代の郷

 JIYU NO TOMOSHIBI

自由民権記念館だより　vol.92
発　行　2022（令和4）年3月31日　発行人　筒井秀一
発行所　
自由のともしび（Vol.60から）が当館公式サイト（http://www.i-minken.jp/）で御覧いただけます。

第2展示室　コーナー展示のお知らせTopics トピックス

出版物のお知らせ

近
い
将
来
、高
知
県
産
の
自
然
史
科
学
標
本
、と
く
に

生
物
標
本
の
行
先
を
模
索
す
る
事
態
が
や
っ
て
来
ま

す
。そ
の
多
く
は
個
人
収
集
標
本
で
、今
後
高
知
県
外
へ

流
出
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
、こ
れ
ら
の
標
本
の
中
に
は
、高
知
県
に
生
息
す

る
生
物
の
分
布
情
報
の
証
拠
と
な
る
も
の
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
が
、そ
の
全
貌
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、現
在
高
知
県
内
に
ど
の
よ
う
な
自
然
史
科

学
標
本
が
あ
る
の
か
、そ
の
量
や
保
管
管
理
の
状
況
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、今
後
ど
の
程
度
の
期
間
現
状
を

維
持
で
き
る
の
か
を
調
べ
ま
し
た
の
で
紹
介
し
ま
す
。

な
お
、本
活
動
は「
令
和
３
年
度
高
知
県
豊
か
な
環

境
づ
く
り
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
」を
用
い
て
、こ
う

ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
実
施
し
ま
し
た
。

情
報
収
集
の
た
め
に
、「
高
知
県
内
在
住
で
生
物
標
本

を
所
有
し
て
い
る
個
人
、団
体
」を
対
象
に
、標
本
を
拝

見
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。さ

ら
に
県
立
自
然
史
博
物
館
的
な
施
設
が
で
き
た
ら
、「
博

物
館
活
動
に
協
力
す
る
意
思
が
あ
る
か
？
」に
つ
い
て

も
、お
聞
き
し
ま
し
た
。

調
査
の
結
果
、多
く
の
分
野
の
生
物
標
本
が
高
知
県

内
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。そ
し
て
そ

の
多
く
が
近
い
将
来
散
逸
も
し
く
は
県
外
へ
流
出
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
と
、標
本
所
有
者
の
多
く
が
、高
知

県
に
収
蔵
庫
を
望
ん
で
い
る
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、県
立
自
然
史
博
物
館
的
な
施
設
が
で
き
た
ら
、多

様
な
生
物
分
野
の
標
本
が
寄
贈
、寄
託
お
よ
び
随
時
貸

出
な
ど
で
多
く
の
方
か
ら
協
力
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
も

わ
か
り
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
を
高
知
県
と

共
有
す
る
と
と
も
に
、広
く
県
民
に
普
及
啓
発
し
て
、高

知
県
内
の
生
物
標
本
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
に
扱
っ

て
行
け
ば
良
い
の
か
に
つ
い
て
、様
々
な
立
場
、地
域
の

方
々
と
検
討
し
て
ゆ
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

谷
地
森
秀
二（
こ
う
ち
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

自 由 民 権 記 念 館 だ よ り

VOL.92
2022 MARCH

高
知
県
に
現
存
す
る

自
然
史
科
学
標
本
の
情
報
収
集
調
査

第 1 巻～第 6 巻　税込18,000円（好評発売中）
第 7 巻～第12巻　税込18,000円（好評発売中）
第13巻～第18巻　税込18,000円（予定）

『板垣退助伝記資料集』全18巻

郷土の偉人であり、自由民権運動の指導者である板垣退
助に関する史料を年代順に収録した資料集です。本資料集
は、単に板垣個人の行動記録をまとめただけではなく、板垣
の広範囲にわたる活動や知られざる哲学と思想に迫る構成
になっています。
当館開館30周年記念出版として、令和2年度に第1巻～
第6巻、令和3年度に第7巻～第12巻を刊行。令和4年度秋
の刊行をもって、全18巻完結予定です。
購入・お問合せ：民権・文化財課（自由民権記念館内）
TEL／088-832-7277　FAX／088-831-3378

行 事 予 定 ◆は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。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期・中止とさせていただく場合があります。

（春・夏）
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。

■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します。
※学校を通じて申込受付

7月26日（火）10：00～12：00（予定）

4月29日（金・祝）～2023（令和5）年5月7日（日）

■企画展
 「春野地域名望家の記録－細川義昌と吉良順吉－」

会場：２階特別展示室
※常設展・企画展共通観覧券が必要
※5月1日（日）、9月18日（日）にはそれぞれ13時30分から
担当学芸員によるギャラリートークを行います。（申込不要）

4月29日（金・祝）15：00～17：00 

◆自由民権記念館友の会総会・記念講演会
「「美しき座標」を求めて―高知新聞連載余話」
講師：天野弘幹氏（高知新聞社学芸部長）
会場：1階民権ホール

※総会 13：30～15：00

講演概要：高知新聞に連載中の「美しき座標―平民社を巡る
人々」は、日露戦争に反対して平民新聞を創刊した幸徳秋水ら、
明治の若き群像を描いています。誰しもが平和に生きられる社会
を目指そうとした彼ら。その姿を通し、現在と未来に向けての座
標軸を捉え直そうという連載は、2021年1月のスタート以来、読
者の方々に支えられ、長期の企画になっています。連載の狙いと
今後の展開についてお話しします。

6月11日（土）14：00～16：00 

■企画展「春野地域名望家の記録－細川義昌と吉良順吉－」
　記念講演会
　高知近代史研究会総会・第109回研究会
「地域社会における名望家の登場とその影響」
講師：徳平晶氏（オーテピア高知図書館高知資料担当）
会場：1階民権ホール
※総会 13：30～13：50

8月27日（土） 14：00～16：00

■高知近代史研究会第110回研究会
 「香酸柑橘（酢みかん）と高知（仮）」

講師：百田美知氏

会場：1階民権ホール

（一般社団法人和食文化国民会議  全国「和食」連絡会議
  幹事兼「和食」地域特派員）

事前申込

申込不要

事前申込

四国随一の
哺乳類骨格標本コレクション

足摺岬沖で採集された甲殻類と貝類の標本
高知県沿岸で採集された
日本有数のサンゴ標本コレクション

約50年間にわたって室戸岬周辺で
収集されたチョウ類標本コレクション

□ 第107回高知近代史研究会報告
　 ブラジルと高知を結ぶ― 森田友和氏関連資料整理から見えるもの―

□ 企画展「春野地域名望家の記録―細川義昌と吉良順吉―」
□ 出前授業に行ってきました！
□ 第22回社会科自由研究作品展報告

 JIYU NO TOMOSHIBI


