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一
九
六
〇
〜
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
自
由
民
権
運

動
史
研
究
に
多
く
の
功
績
を
残
し
、
ま
た
一
九
八
〇
年

代
に
全
国
的
規
模
で
展
開
し
た
「
自
由
民
権
百
年
運

動
」
の
事
務
局
長
を
も
務
め
た
法
政
大
学
名
誉
教
授

故 

江
村
栄
一
氏
。
そ
の
多
大
な
業
績
を
讃
え
、
自
由
民

権
運
動
研
究
の
深
化
・
発
展
を
め
ざ
し
て
設
立
さ
れ
た

「
江
村
栄
一
記
念
会
」
が
、
令
和
四
年
度
「
自
由
民
権

研
究
特
別
賞
」
の
受
賞
者
と
し
て
公
文
豪
氏
を
選
定
し

ま
し
た
。

こ
の
「
自
由
民
権
研
究
特
別
賞
」
は
、
自
由
民
権
運

動
史
に
関
す
る
研
究
や
研
究
に
資
す
る
資
料
集
の
刊
行

な
ど
で
特
に
顕
著
な
業
績
を
残
し
た
研
究
者
等
を
対
象

と
し
た
賞
で
す
。
公
文
氏
が
単
独
で
編
集
し
た
『
板
垣

退
助
伝
記
資
料
集
』
が
、
今
後
の
板
垣
研
究
の
土
台
に

な
る
と
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
度
の
受
賞

と
な
り
ま
し
た
。

板
垣
は
近
代
史
に
お
け
る
重
要
人
物
で
あ
り
な
が

ら
、
本
人
が
記
し
た
資
料
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
お
ら

ず
、
そ
の
研
究
は
困
難
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

公
文
氏
は
板
垣
再
評
価
を
目
指
し
、
彼
に
関
す
る
資
料

を
約
二
〇
年
か
け
て
丹
念
に
収
集
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
各
巻
約
六
〇
〇
〜
七
〇
〇
頁
、
全
一
八
巻
の
膨

大
な
資
料
集
が
完
成
し
ま
し
た
。

当
館
と
し
ま
し
て
も
、
公
文
氏
か
ら
『
板
垣
退
助
伝

記
資
料
集
』
刊
行
の
お
話
を
い
た
だ
き
、
開
館
三
〇
周

年
の
節
目
に
発
行
で
き
た
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
こ
と

で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
賞
を
受
賞

さ
れ
た
公
文
氏
に
、
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

『
板
垣
退
助
伝
記
資
料
集
』
は
、
販
売
の
ほ
か
当
館
二

階
図
書
室
で
全
巻
閲
覧
が
可
能
で
す
。
こ
の
資
料
集
を

少
し
で
も
多
く
の
方
に
活
用
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。

公
文

　豪
氏
、江
村
栄
一
記
念

「
自
由
民
権
研
究
特
別
賞
」受
賞

これまで冊子での発行、有料頒布
を行ってきた高知市立自由民権記念
館紀要ですが第27号よりHP上での
電子公開とし、どなたでも無料で御覧
いただけるようになります。バックナ
ンバーについてはこれまでどおり書籍
販売のみとなっております。紀要の閲
覧は高知市民権・文化財課HPから

□高知市立自由民権記念館
　紀要について

2023（令和5）年4月より「民権
ばあさん」こと楠瀬喜多を御紹介する
コーナー展示を実施します。

□第2展示室コーナー展示
　「楠瀬喜多ってどんな人？」

出版物のお知らせ
第1巻～第6巻セット、第7巻～第12巻セット、第13巻～第18巻セット
（各税込18,000円）

『板垣退助伝記資料集』好評販売中

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
めたものではなく、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年度から刊行が始まり令和4年度秋
の刊行をもって、全18巻が完結しました。

購入・お問合せ：高知市立自由民権記念館
TEL／088-831-3336  FAX／088-831-3306

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。（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。

ワークショップ

4月15日（土）

「パタパタメモ帳を作ろう！」
5月5日（金・祝）

「ミニこいのぼりを作ろう！」
6月17日（土）

「レジンでかき氷を作ろう！」
7月15日（土）・8月19日（土）

「万華鏡を作ろう！」
9月18日（月・祝）

「ブックカバーを作ろう！」

5月27日（土）14：00～15：30

■企画展「牧野富太郎と土佐の自由民権」記念講演会
　高知近代史研究会総会・第113回研究会
 「民権・佐川・牧野」

講師：筒井秀一（高知市立自由民権記念館長）
会場：１階民権ホール
※総会 13：30～13：50

5月20日（土）～12月3日（日）

■企画展
 「牧野富太郎と土佐の自由民権」

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27日（土）、9月3日（日）には
　それぞれ16時から展示解説を行います。
※9月1日（金）は展示替えのため休室

4月29日（土・祝）15：00～17：00

◆自由民権記念館友の会総会・記念講演会
 「逸話で語る板垣退助」

講師：公文豪氏（自由民権運動研究家・友の会会員）
会場：１階民権ホール
※総会 13：30～15：00

申込不要

申込不要

申込不要

要申込開催中～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

□ 高知近代史研究会第112回研究会報告
□ 企画展「牧野富太郎と土佐の自由民権」
□ 『板垣退助伝記資料集』全18巻の刊行を終えて
□ 第23回社会科自由研究作品展報告
□ 学校教育連携プログラムの御案内

9月3日（日）14：00～15：30

■高知近代史研究会第114回研究会
 「選挙と識字」

講師：汲田美砂（高知市立自由民権記念館学芸員）
会場：１階民権ホール

7月下旬  10：00～12：00（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

定員：各回１０名
会場：１階研修室（4月のみ民権ホール）
参加費：500円
※午前・午後とも参加者対象の展示クイズラリーあり

午前の部  10：00～12：00
午後の部  14：00～16：00 要電話

予約

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
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岩
佐
　光
広
　（高
知
大
学
人
文
社
会
科
学
部
准
教
授
）

高
知
近
代
史
研
究
会
第
一
一
二
回
研
究
会

　報
告

今
回
の
報
告
の
主
役
は
、高
知
県
の
人
た
ち
に
は
馴
染
み

深
い「
イ
タ
ド
リ
」で
す
。こ
れ
ま
で
様
々
な
分
野
で
論
じ
ら

れ
て
き
た
先
行
研
究
を「
商
品
化
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
読
み

解
き
な
が
ら
、イ
タ
ド
リ
を
め
ぐ
る
グ
ロ
ー
カ
ル
ヒ
ス
ト

リ
ー
を
概
観
し
ま
し
た
。

イ
タ
ド
リ
は
、タ
デ
科
の
多
年
生
の
植
物
で
す
。雄
花

と
雌
花
を
別
々
の
個
体
に
つ
け
る「
雌
雄（
し
ゆ
う
）異
株

（
い
し
ゅ
）」で
、「
種
子
繁
殖
」を
し
ま
す
が
、根
の
栄
養
器
官

の
断
片
が
繁
殖
体
と
な
り
個
体
数
を
増
や
す「
栄
養
繁
殖
」

も
可
能
で
す
。ま
た
、イ
タ
ド
リ
の
根
は
太
く
強
靭
で
か
つ

生
育
が
早
い
の
で
、が
け
崩
れ
な
ど
の
か
く
乱
を
受
け
た
場

所
に
い
ち
早
く
出
現
す
る「
先
駆
植
物
」で
も
あ
り
ま
す
。

イ
タ
ド
リ
は
、東
ア
ジ
ア
が
原
産
で
、日
本
で
も
全
国
各

地
に
生
え
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
日
本
で
は
古
く
か
ら
様
々

に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。も
っ
と
も
一
般
的
な
の
は
食
用

で
す
。特
に
、子
ど
も
が
お
や
つ
代
わ
り
に
若
芽
を
生
で
食

べ
る
こ
と
は
、全
国
的
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

く
わ
え
て
、イ
タ
ド
リ
の
方
言
で
の
呼
び
名
は
実
に
多
様

で
、そ
の
数
は
六
百
種
に
わ
た
る
と
い
わ
れ
ま
す
。『
野
草
雑

記
』の
な
か
で
柳
田
国
男
は
、イ
タ
ド
リ
の
よ
う
に
子
ど
も

が
主
に
関
わ
る
植
物
は
様
々
な
呼
び
名
が
付
く
一
方
で
、商

品
と
な
っ
て
遠
く
に
運
ば
れ
る
と
呼
称
は
統
一
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。こ
の
指
摘
を
敷
衍
す
れ

ば
、日
本
に
お
い
て
イ
タ
ド
リ
は
、各
地
域
で
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク（
家
庭
的
）に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、広
く

「
商
品
化
」さ
れ
る
よ
う
な
植
物
で
は
な
か
っ
た
、そ
れ
ゆ
え

多
様
な
呼
び
名
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、イ
タ
ド
リ
は
商
品
化

さ
れ
た
歴
史
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。実
は
イ

タ
ド
リ
は
、園
芸
用
植
物
と
し
て
商
品
化
さ
れ
、海
を
渡
っ

て
い
た
の
で
す
。

イ
タ
ド
リ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、シ
ー
ボ

ル
ト
で
し
た
。江
戸
後
期
、精
力
的
に
動
植
物
の
調
査
を

行
っ
て
い
た
シ
ー
ボ
ル
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
国
後
、イ
タ

ド
リ
を
新
種
と
し
て
学
会
で
発
表
す
る
と
と
も
に
、一
八
四

七
年
に
は
園
芸
植
物
と
し
て
イ
タ
ド
リ
の
通
信
販
売
も
行

い
ま
し
た
。す
る
と
イ
タ
ド
リ
は
、成
長
し
や
す
く
丈
夫
で
、

か
つ
そ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
高
く
評
価
さ
れ
、欧

米
諸
国
で
広
く
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
八
五
〇
年
に
は
、イ
ギ
リ
ス
の
キ
ュ
ー
王
立
植
物
園
に

イ
タ
ド
リ
を
含
む
日
本
の
植
物
群
が
届
け
ら
れ
、イ
タ
ド
リ

の
株
は
、イ
ギ
リ
ス
国
内
の
園
芸
業
者
に
分
配
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
イ
タ
ド
リ
は
、「
ワ
イ
ル
ド
ガ
ー
デ
ン
」と
呼
ば
れ

る
自
然
風
の
庭
園
ス
タ
イ
ル
が
流
行
し
て
い
た
当
時
の
イ

ギ
リ
ス
の
園
芸
家
の
あ
い
だ
で「
見
栄
え
が
す
る
植
物
」と

し
て
好
評
を
博
し
、各
地
の
庭
園
に
植
え
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、第
一
次
世
界
大
戦
後
、イ
ギ
リ
ス
の
国
力
低
下

に
伴
い
多
く
の
庭
園
は
解
体
さ
れ
る
な
か
で
、イ
タ
ド
リ
も

道
端
や
川
原
に
投
棄
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。投
棄
さ
れ
た
イ

タ
ド
リ
は
栄
養
繁
殖
を
し
、繁
殖
地
を
広
げ「
野
良
化
」し
て

い
き
ま
し
た
。

同
様
の
事
態
は
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
他
の
欧
米
諸
国

で
も
起
こ
っ
て
お
り
、現
在
イ
タ
ド
リ
は
、極
め
て
有
害
な

侵
略
的
外
来
種
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
現
在
の
日
本
で
は
、高
知
県
を
は
じ
め
イ
タ

ド
リ
の
栽
培
と
商
品
化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
う
し
た

な
か
で
、イ
タ
ド
リ
と
人
の
関
わ
り
合
い
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
く
の
か
、今
後
も
高
知
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
イ

タ
ド
リ
の
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

高
知
県
高
岡
郡
佐
川
村（
現
・
佐
川

町
）出
身
の
世
界
的
な
植
物
学
者
で
あ
る

牧
野
富
太
郎
は
、昨
年
生
誕
一
六
〇
年
を

迎
え
た
。今
春
は
牧
野
を
主
人
公
の
モ
デ

ル
と
し
た
N
H
K
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小

説「
ら
ん
ま
ん
」が
放
映
さ
れ
る
な
ど
、

ま
さ
に
牧
野
の
生
涯
が
注
目
を
集
め
て

い
る
。

 

今
企
画
展
は
、そ
ん
な
牧
野
の
生
涯
の

う
ち
土
佐
で
過
ご
し
た
青
春
時
代
―
そ

れ
は
ま
さ
に
自
由
民
権
運
動
の
時
代
で

あ
っ
た
―
を
取
り
上
げ
、植
物
学
者
・
牧

野
博
士
を
育
ん
だ
佐
川
の
風
土
や
人
々
、

自
由
民
権
運
動
と
牧
野
と
の
関
わ
り
を

紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

牧
野
は
佐
川
村
で
雑
貨
屋
兼
酒
屋
を
営

む
裕
福
な
商
家
の
家
で
生
ま
れ
る
。一
〇
歳

の
頃
か
ら
寺
子
屋
に
通
い
、や
が
て
学
制
が

定
ま
る
と
牧
野
の
就
学
の
場
は
名
教
館
、そ

し
て
小
学
校
へ
と
移
っ
た
。

名
教
館
は
土
佐
藩
政
時
代
に
佐
川
を
治

福沢諭吉訳『世界国尽』
（個人蔵・当館寄託）

東京上野公園地第二内国勧業博覧会
開場之図（当館蔵）

期
間
‥
二
〇
二
三（
令
和
五
）年
五
月
二
〇
日（
土
）〜
一
二
月
三
日（
日
）

会
場
‥
二
階
特
別
展
示
室（※

常
設
展
企
画
展
共
通
観
覧
券
が
必
要
）

　
　
　※

九
月
一
日（
金
）は
展
示
替
え
の
た
め
休
室

 

明
治
一
四
年
に
日
本
初
の
政
党
で
あ
る
自

由
党
が
結
成
さ
れ
た
。当
時
の
土
佐
の
民
権

熱
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、

牧
野
も
自
由
党
員
と
し
て
懇
親
会
に
参
加
、

幾
度
か
演
壇
に
も
上
っ
て
い
る
。

 

ま
た
、同
時
期
に
は
佐
川
で「
公
正
社
」を

は
じ
め
と
す
る
学
術
研
究
会
が
組
織
さ
れ
て

お
り
、牧
野
は
指
導
者
的
な
立
場
で
人
々
を

牽
引
し
て
い
っ
た
。

 

牧
野
が
残
し
た
遺
品
の
中
に
、植
物
標
本

づ
く
り
に
利
用
さ
れ
た
膨
大
な
量
の
新
聞
紙

が
あ
る
。そ
の
中
に
は
戦
火
や
災
害
に
よ
っ

て
失
わ
れ
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

も
の
も
多
く
、時
代
の
空
白
を
埋
め
る
歴
史

資
料
と
し
て
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、初
出
資
料
を
中
心

に
、牧
野
の
功
績
の「
副
産
物
」で
あ
る
新
聞

資
料
を
展
示
す
る
。

明
治
一
七
年
頃
、牧
野
は
自
由
党
を
脱
退

し
学
問
の
た
め
上
京
す
る
。し
か
し
、そ
の
後

も
土
佐
で
は
三
大
事
件
建
白
運
動
や
選
挙
大

干
渉
な
ど
自
由
民
権
運
動
史
に
残
る
出
来

事
が
相
次
い
だ
。

牧
野
と
同
時
代
を
生
き
、自
由
民
権
運
動

に
携
わ
っ
た
土
佐
の
人
々
を
、佐
川
町
出
身

者
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

南山社碑

旧青山文庫
（須崎警察署佐川分署）

記
念
講
演
会

「
民
権
・
佐
川
・
牧
野
」

日
時 

： 

五
月
二
七
日（
土
）

　
　   

一
四
時
〜
一
五
時
半

会
場 

： 

一
階
民
権
ホ
ー
ル

講
師 

： 

筒
井
秀
一

（
高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
長
）

牧
野
富
太
郎
と

土
佐
の
自
由
民
権

企画展

め
て
い
た
家
老
・
深
尾
家
に
よ
っ
て
設
け
ら

れ
た
家
臣
教
育
の
た
め
の
学
校
で
、民
営
と

な
っ
た
明
治
初
期
に
は
、福
沢
諭
吉
の『
世
界

国
尽
』や
川
本
幸
民
の『
気
海
観
瀾
広
義
』な

ど
を
教
科
書
に
、世
界
史
や
地
理
、物
理
な
ど

の
先
進
的
な
内
容
を
教
え
て
い
た
。ま
た
、高

知
市
よ
り
招
い
た
二
人
の
教
授
に
よ
っ
て
英

語
を
用
い
た
授
業
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
い
、

牧
野
は
こ
こ
で
初
め
て「
日
進
月
歩
」の
学
問

に
触
れ
た
と
語
っ
て
い
る
。

Ⅰ 

牧
野
少
年
と
土
佐

Ⅱ 

自
由
民
権
運
動
と
青
春
時
代

Ⅲ
　
土
佐
の
自
由
民
権
運
動

コ
ラ
ム
　
植
物
採
集
と
新
聞
紙

参
加
無
料

申
込
不
要

イ
タ
ド
リ
の
商
品
化
を
め
ぐ
る
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岩
佐
　光
広
　（高
知
大
学
人
文
社
会
科
学
部
准
教
授
）

高
知
近
代
史
研
究
会
第
一
一
二
回
研
究
会

　報
告

今
回
の
報
告
の
主
役
は
、高
知
県
の
人
た
ち
に
は
馴
染
み

深
い「
イ
タ
ド
リ
」で
す
。こ
れ
ま
で
様
々
な
分
野
で
論
じ
ら

れ
て
き
た
先
行
研
究
を「
商
品
化
」を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
読
み

解
き
な
が
ら
、イ
タ
ド
リ
を
め
ぐ
る
グ
ロ
ー
カ
ル
ヒ
ス
ト

リ
ー
を
概
観
し
ま
し
た
。

イ
タ
ド
リ
は
、タ
デ
科
の
多
年
生
の
植
物
で
す
。雄
花

と
雌
花
を
別
々
の
個
体
に
つ
け
る「
雌
雄（
し
ゆ
う
）異
株

（
い
し
ゅ
）」で
、「
種
子
繁
殖
」を
し
ま
す
が
、根
の
栄
養
器
官

の
断
片
が
繁
殖
体
と
な
り
個
体
数
を
増
や
す「
栄
養
繁
殖
」

も
可
能
で
す
。ま
た
、イ
タ
ド
リ
の
根
は
太
く
強
靭
で
か
つ

生
育
が
早
い
の
で
、が
け
崩
れ
な
ど
の
か
く
乱
を
受
け
た
場

所
に
い
ち
早
く
出
現
す
る「
先
駆
植
物
」で
も
あ
り
ま
す
。

イ
タ
ド
リ
は
、東
ア
ジ
ア
が
原
産
で
、日
本
で
も
全
国
各

地
に
生
え
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
日
本
で
は
古
く
か
ら
様
々

に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。も
っ
と
も
一
般
的
な
の
は
食
用

で
す
。特
に
、子
ど
も
が
お
や
つ
代
わ
り
に
若
芽
を
生
で
食

べ
る
こ
と
は
、全
国
的
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
す
。

く
わ
え
て
、イ
タ
ド
リ
の
方
言
で
の
呼
び
名
は
実
に
多
様

で
、そ
の
数
は
六
百
種
に
わ
た
る
と
い
わ
れ
ま
す
。『
野
草
雑

記
』の
な
か
で
柳
田
国
男
は
、イ
タ
ド
リ
の
よ
う
に
子
ど
も

が
主
に
関
わ
る
植
物
は
様
々
な
呼
び
名
が
付
く
一
方
で
、商

品
と
な
っ
て
遠
く
に
運
ば
れ
る
と
呼
称
は
統
一
さ
れ
る
傾

向
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。こ
の
指
摘
を
敷
衍
す
れ

ば
、日
本
に
お
い
て
イ
タ
ド
リ
は
、各
地
域
で
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク（
家
庭
的
）に
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、広
く

「
商
品
化
」さ
れ
る
よ
う
な
植
物
で
は
な
か
っ
た
、そ
れ
ゆ
え

多
様
な
呼
び
名
が
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、視
野
を
広
げ
て
み
る
と
、イ
タ
ド
リ
は
商
品
化

さ
れ
た
歴
史
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。実
は
イ

タ
ド
リ
は
、園
芸
用
植
物
と
し
て
商
品
化
さ
れ
、海
を
渡
っ

て
い
た
の
で
す
。

イ
タ
ド
リ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
込
ん
だ
の
は
、シ
ー
ボ

ル
ト
で
し
た
。江
戸
後
期
、精
力
的
に
動
植
物
の
調
査
を

行
っ
て
い
た
シ
ー
ボ
ル
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
帰
国
後
、イ
タ

ド
リ
を
新
種
と
し
て
学
会
で
発
表
す
る
と
と
も
に
、一
八
四

七
年
に
は
園
芸
植
物
と
し
て
イ
タ
ド
リ
の
通
信
販
売
も
行

い
ま
し
た
。す
る
と
イ
タ
ド
リ
は
、成
長
し
や
す
く
丈
夫
で
、

か
つ
そ
の
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
高
く
評
価
さ
れ
、欧

米
諸
国
で
広
く
取
引
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

一
八
五
〇
年
に
は
、イ
ギ
リ
ス
の
キ
ュ
ー
王
立
植
物
園
に

イ
タ
ド
リ
を
含
む
日
本
の
植
物
群
が
届
け
ら
れ
、イ
タ
ド
リ

の
株
は
、イ
ギ
リ
ス
国
内
の
園
芸
業
者
に
分
配
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
イ
タ
ド
リ
は
、「
ワ
イ
ル
ド
ガ
ー
デ
ン
」と
呼
ば
れ

る
自
然
風
の
庭
園
ス
タ
イ
ル
が
流
行
し
て
い
た
当
時
の
イ

ギ
リ
ス
の
園
芸
家
の
あ
い
だ
で「
見
栄
え
が
す
る
植
物
」と

し
て
好
評
を
博
し
、各
地
の
庭
園
に
植
え
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、第
一
次
世
界
大
戦
後
、イ
ギ
リ
ス
の
国
力
低
下

に
伴
い
多
く
の
庭
園
は
解
体
さ
れ
る
な
か
で
、イ
タ
ド
リ
も

道
端
や
川
原
に
投
棄
さ
れ
た
り
し
ま
し
た
。投
棄
さ
れ
た
イ

タ
ド
リ
は
栄
養
繁
殖
を
し
、繁
殖
地
を
広
げ「
野
良
化
」し
て

い
き
ま
し
た
。

同
様
の
事
態
は
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
な
く
他
の
欧
米
諸
国

で
も
起
こ
っ
て
お
り
、現
在
イ
タ
ド
リ
は
、極
め
て
有
害
な

侵
略
的
外
来
種
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
現
在
の
日
本
で
は
、高
知
県
を
は
じ
め
イ
タ

ド
リ
の
栽
培
と
商
品
化
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
う
し
た

な
か
で
、イ
タ
ド
リ
と
人
の
関
わ
り
合
い
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
て
い
く
の
か
、今
後
も
高
知
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
イ

タ
ド
リ
の
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 

高
知
県
高
岡
郡
佐
川
村（
現
・
佐
川

町
）出
身
の
世
界
的
な
植
物
学
者
で
あ
る

牧
野
富
太
郎
は
、昨
年
生
誕
一
六
〇
年
を

迎
え
た
。今
春
は
牧
野
を
主
人
公
の
モ
デ

ル
と
し
た
N
H
K
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小

説「
ら
ん
ま
ん
」が
放
映
さ
れ
る
な
ど
、

ま
さ
に
牧
野
の
生
涯
が
注
目
を
集
め
て

い
る
。

 

今
企
画
展
は
、そ
ん
な
牧
野
の
生
涯
の

う
ち
土
佐
で
過
ご
し
た
青
春
時
代
―
そ

れ
は
ま
さ
に
自
由
民
権
運
動
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時
代
で

あ
っ
た
―
を
取
り
上
げ
、植
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者
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牧

野
博
士
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育
ん
だ
佐
川
の
風
土
や
人
々
、

自
由
民
権
運
動
と
牧
野
と
の
関
わ
り
を

紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

牧
野
は
佐
川
村
で
雑
貨
屋
兼
酒
屋
を
営

む
裕
福
な
商
家
の
家
で
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ま
れ
る
。一
〇
歳

の
頃
か
ら
寺
子
屋
に
通
い
、や
が
て
学
制
が

定
ま
る
と
牧
野
の
就
学
の
場
は
名
教
館
、そ

し
て
小
学
校
へ
と
移
っ
た
。

名
教
館
は
土
佐
藩
政
時
代
に
佐
川
を
治

福沢諭吉訳『世界国尽』
（個人蔵・当館寄託）

東京上野公園地第二内国勧業博覧会
開場之図（当館蔵）

期
間
‥
二
〇
二
三（
令
和
五
）年
五
月
二
〇
日（
土
）〜
一
二
月
三
日（
日
）

会
場
‥
二
階
特
別
展
示
室（※

常
設
展
企
画
展
共
通
観
覧
券
が
必
要
）

　
　
　※
九
月
一
日（
金
）は
展
示
替
え
の
た
め
休
室

 

明
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一
四
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。
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さ
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。
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公
　
文
　
豪

『
板
垣
退
助
伝
記
資
料
集
』

　
　
　
全
十
八
巻
の
刊
行
を
終
え
て

板
垣
退
助
八
十
三
年
の
生
涯
は
、大
き
く

四
つ
の
時
代
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
は
生
誕
、青
少
年
期
の
人
間
形
成
、上
士

勤
王
派
と
し
て
の
活
動
、戊
辰
戦
争
を
経
て

高
知
藩
制
改
革
の
時
期
ま
で
。②
は
明
治
新

政
府
へ
の
出
仕
と
下
野
、帝
国
議
会
開
設
に

い
た
る
自
由
民
権
運
動
指
導
者
と
し
て
の
活

動
。③
は
初
期
帝
国
議
会
に
お
け
る
政
党
指

導
、伊
藤
・
山
縣
内
閣
と
の
提
携
、隈
板
内
閣

の
成
立
と
崩
壊
、政
界
引
退
ま
で
。④
は
社

会
改
良
運
動
と
社
会
政
策
論
展
開
の
時
代

で
あ
る
。

板
垣
は
常
「々
自
分
の
生
涯
は
あ
た
か
も

東
海
道
を
歩
く
駕
籠
か
き
の
よ
う
な
も
の

で
、た
い
が
い
の
者
は
宿
々
で
相
棒
が
代
わ
る

が
、自
分
は
そ
れ
と
同
様
で
、戊
辰
の
倒
幕
、

自
由
党
組
織
、社
会
問
題
な
ど
、天
下
の
志
士

と
交
わ
っ
て
き
た
が
、常
に
そ
の
時
々
相
手

が
変
わ
っ
て
い
る
」と
言
っ
て
い
た
。そ
の
言

葉
通
り
、最
晩
年
ま
で
交
際
を
続
け
て
い
た

者
は
寥
々
た
る
も
の
で
、竹
内
綱
、林
有
造

く
ら
い
だ
と
宇
田
友
猪
が
述
懐
し
て
い
る
。

中
岡
慎
太
郎
、西
郷
隆
盛
、片
岡
健
吉
、植
木

枝
盛
、中
江
兆
民
、星
亨
ら
と
は
早
く
に
幽
明

界
を
異
に
し
、谷
干
城
、河
野
広
中
ら
と
は
政

治
的
に
袂
を
分
か
っ
た
。

波
乱
に
満
ち
た
板
垣
の
生
涯
は
、激
動
の

幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
ま
で
、近
代
国
家
成
立

な
ら
な
い
。例
え
ば
片
岡
健
吉
や
佐
佐
木
高

行
の
日
記
を
見
る
と
か
、谷
干
城
の
遺
稿
を

探
る
こ
と
で
あ
る
。し
か
し
こ
の
こ
と
は
無
限

大
に
も
広
が
る
よ
う
な
仕
事
で
あ
り
、根
気

の
い
る
仕
事
で
あ
る
。さ
ら
に
板
垣
の
行
動

に
即
応
し
な
が
ら
、当
時
の
新
聞
や
雑
誌
な

ど
も
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、こ

れ
も
き
り
の
無
い
仕
事
と
い
え
る
。ま
た
主

と
し
て
自
由
民
権
期
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

が
政
府
側
の
探
索
報
告
な
ど
も
追
求
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
や
こ
れ
や
で
板
垣
関

係
史
料
を
遺
漏
な
く
集
め
る
こ
と
は
、容
易

な
こ
と
で
は
な
い
、殊
に
板
垣
は
長
寿
で
あ

り
、彼
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
史
料
を
求

め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。私
は
こ

れ
に
と
り
く
ん
で
い
る
が
、そ
れ
は
牛
歩
で

あ
り
、日
暮
れ
て
道
遠
し
の
思
い
が
す
る
」。

結
局
、小
西
教
授
は
宿
願
を
果
た
す
こ

と
な
く
、平
成
八（
一
九
九
六
）年
に
逝
去

さ
れ
た
。

私
が
板
垣
伝
記
執
筆
を
志
し
て
資
料
蒐

集
に
着
手
し
た
の
は
、平
成
十
五（
二
〇
〇

三
）年
で
あ
る
。こ
の
年
、『
自
由
民
権
運
動
と

女
性
』で
高
知
出
版
学
術
賞
を
受
賞
し
た
大

木
基
子
高
知
短
大
教
授
の
授
賞
式
の
日
に
、

そ
の
目
次
立
て
を
見
せ
て
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

着
手
し
て
み
れ
ば
小
西
教
授
が
書
い
て
い

た
通
り
で
、板
垣
の
自
筆
史
料
は
皆
無
に
近

い
た
め
、周
辺
の
中
岡
慎
太
郎
、佐
佐
木
高

行
、谷
干
城
、木
戸
孝
允
、片
岡
健
吉
、植
木
枝

盛
、河
野
広
中
等
の
日
記
や
遺
稿
、当
時
の
新

聞
、雑
誌
か
ら
関
連
記
事
を
追
い
か
け
る
し

か
な
か
っ
た
。最
終
的
に
は
用
い
た
同
時
代

資
料
百
六
十
五
点
、パ
ソ
コ
ン
へ
の
入
力
文
字

の
歴
史
と
共
に
あ
り
、そ
の
活
動
・
思
想
の
全

容
を
把
握
し
、正
当
な
評
価
を
下
す
の
は
相

当
困
難
で
あ
る
。何
よ
り
も
、板
垣
自
身
が

「
天
下
の
志
士
」と
交
わ
っ
た
記
録
を
全
く
残

さ
な
か
っ
た
た
め
に
、毀
誉
褒
貶
相
半
ば
す

る
評
価
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
た
。誹
謗
中
傷

に
類
す
る
批
判
に
対
し
て
も
、反
駁
す
る
材

料
を
欠
き
、弁
護
人
も
な
く
断
罪
さ
れ
続
け

る
気
の
毒
な
状
態
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
て
き

た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

か
つ
て
小
西
四
郎
東
京
大
学
教
授
は
、昭

和
五
十
七（
一
九
八
二
）年
発
行
の『
土
佐
史

談
』一
六
一
号
に
寄
稿
し
た「
板
垣
研
究
覚
書
」

の
中
で
、板
垣
資
料
蒐
集
の
困
難
性
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「（
板
垣
の
）伝
記
を
書
い
て
見
よ
う
と
思

い
立
っ
て
か
ら
、既
に
二
十
五
年
以
上
に
も
な

る
が
、ま
だ
そ
れ
を
果
さ
な
い
で
い
る
」、

「
種
々
調
査
を
進
め
る
と
、史
料
が
極
め
て
少

な
い
こ
と
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。板
垣
自
身

が
書
い
た
も
の
が
、ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。日
記
は
全
く
な
い
し
、さ
ら
に
板

垣
か
ら
関
係
者
に
送
っ
た
手
紙
の
類
も
、数

え
る
ほ
ど
し
か
な
い（
略
）。凡
そ
あ
れ
ほ
ど

著
名
な
政
治
家
で
、こ
ん
な
に
ま
で
自
筆
史

料
の
少
な
い
人
は
珍
し
い
」、「
こ
う
な
る
と

先
づ
板
垣
の
周
辺
の
人
々
或
い
は
関
係
者
を

追
求
し
な
が
ら
、史
料
を
蒐
集
し
な
け
れ
ば

数
約
八
百
三
十
五
万
字
、四
百
字
詰
め
原
稿

用
紙
に
し
て
約
二
万
八
百
七
十
五
枚
、A
5

版
で
約
一
万
二
千
頁
、全
十
八
巻
の『
資
料
集
』

と
な
り
、こ
れ
を
も
と
に
私
に
と
っ
て
の
板
垣

伝
記
と
し
て
附
録『
板
垣
退
助
年
譜
』を
ま
と

め
、す
べ
て
の
作
業
を
投
了
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、こ
れ
で
完
璧
か
と
い
え
ば
、決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。小
西
教
授
が
言
う
よ
う

に
、当
時
の
新
聞
や
雑
誌
な
ど
か
ら
デ
ー
タ

を
蒐
集
し
尽
く
す
の
は
単
独
で
は
到
底
不
可

能
で
、ま
さ
し
く「
き
り
の
無
い
仕
事
」で
あ

る
た
め
だ
。あ
と
は
後
進
に
委
ね
る
し
か

な
い
。

私
が
こ
の『
資
料
集
』編
纂
に
費
や
し
た
歳

月
は
、足
か
け
十
八
年
に
の
ぼ
る
。こ
の
間
、

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
の
新
聞
・
雑
誌

等
の
復
刻
版
購
入
が
充
実
し
、国
立
国
会
図

書
館
等
が
所
蔵
す
る
資
料
の
ネ
ッ
ト
公
開
が

進
ん
で
、地
方
に
い
て
も
中
央
と
変
わ
ら
な

い
ほ
ど
の
研
究
条
件
が
整
っ
て
き
た
こ
と
は

す
こ
ぶ
る
幸
運
な
こ
と
だ
っ
た
。活
用
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
関
係
機
関
に
は
心
か
ら
感
謝

し
た
い
。本
書
に
よ
っ
て
板
垣
再
評
価
が
行

わ
れ
、近
代
史
研
究
に
資
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
。

な
お
蛇
足
な
が
ら
、こ
の
仕
事
は
全
く
個

人
的
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
、一
部
の
誤
解

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、膨
大
な
コ
ピ
ー

費
用
を
は
じ
め
と
す
る
経
費
は
完
全
自
費
で

あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。こ
れ
に
つ

い
て
は
、『
明
治
政
史
』の
編
者
・
指
原
安
三
、

『
明
治
事
物
起
源
』の
編
者
・
石
井
研
堂
の
仕

事
を
範
と
し
て
き
た
在
野
研
究
者
と
し
て
、

さ
さ
や
か
な
矜
持
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

第二回 江村栄一記念「自由民権研究特別賞」受賞

『板垣退助伝記資料集』
（3セット／全18巻）各巻概要

6巻1セット／各税込18,000円／全セット購入者には『板垣退助年譜・補遺』をお付けします。
購入についてはメール（top@i-minken.jp）またはFAX（088-831-3306）にて
お問い合わせください。

1巻

2巻

3巻

4巻

5巻

6巻

幕末編

明治元年～明治5年

明治6年～明治10年

明治11年～明治13年

明治14年～明治15年

明治16年～明治20年

454頁

632頁

663頁

516頁

710頁

635頁

家系と生誕、吉田東洋暗殺、中岡慎太郎との意気投合、薩土武力
討伐の密約、大政奉還、土佐藩軍制改革と別撰組

東山道総督府参謀、戊辰戦争、版籍奉還、高知藩制改革、人民平均
の理、廃藩置県、岩倉遣欧使節団と留守政府

明治六年の政変、民撰議院設立の建言、立志社創立、大阪会議、
立志社建白、河野広中来高

高知大獄の判決、民権結社・女性参政権、高知県会開設、国会期
成同盟創立、集会条例制定、甲州遊説

東北遊説、北海道開拓使官有物払下事件、明治十四年の政変、自由
党結成、岐阜の兇変、板垣洋行問題

板垣・後藤帰朝、朝鮮改革運動、自由党解党、徳富猪一郎来高、板
垣辞爵事件、三大事件建白運動と保安条例

第1回配本 ※在庫僅少 本文

明治31年

明治32年～明治35年6月

明治35年7月～明治38年8月

明治38年9月～明治42年

明治43年～明治45年

大正篇

13巻

14巻

15巻

16巻

17巻

18巻

633頁

742頁

715頁

721頁

722頁

737頁

憲政党創立（自由・進歩両党合同）、隈板内閣の成立と崩壊、憲政
党分裂、山縣内閣との提携

四国・九州遊説、政界引退、立憲政友会創立・憲政党解党大会、
星亨暗殺、高知政界の紛擾

加藤高明高知選挙区当選受諾と交渉顛末の公表、海南倶楽部の
結成、『友愛』発刊、片岡健吉逝去、日露戦争

社会改良会結成、一代華族論争、土陽新聞社譲渡、国技館の誕生、
伊藤博文暗殺

最後の帰高、『自由党史』刊行、日韓併合、谷干城逝去、『社会政策』
発刊、土陽新聞社横領事件

太刀山会、台湾同化会、社会改良論の展開、戸主選挙法の提唱、
板垣退助逝去 （附録）「立国の大本」「神と人道」「国会論ノ始末」

第3回配本 本文

明治21年～明治22年

明治23年

明治24年

明治25年～明治26年10月

明治26年11月～明治28年

明治29年～明治30年

7巻

8巻

9巻

10巻

11巻

12巻

607頁

597頁

635頁

682頁

724頁

666頁

大同団結運動、大日本帝国憲法の発布、後藤入閣と大同団結運動
の分裂

愛国公党、庚寅倶楽部結成（三派合同）、立憲自由党の成立、第一回
衆議院議員選挙、帝国議会開設

土佐派の裏切り、自由新聞社の内紛、大津事件、東北・北海道遊説、
板垣・大隈の連携と第二期帝国議会、衆議院解散

衆議院議長星亨の議会除名・自由党の苦難、日清戦争と三国干渉、
伊藤内閣との連携

板垣退助内務大臣就任、三陸大海嘯、河野広中脱党、後藤象二郎
逝去，東海北信遊説、第三次伊藤内閣

第2回配本 本文

選挙大干渉、植木枝盛逝去、板垣・大隈両伯告発事件

 JIYU NO TOMOSHIBI  vol.94 4 JIYU NO TOMOSHIBI  vol.945



公
　
文
　
豪

『
板
垣
退
助
伝
記
資
料
集
』

　
　
　
全
十
八
巻
の
刊
行
を
終
え
て

板
垣
退
助
八
十
三
年
の
生
涯
は
、大
き
く

四
つ
の
時
代
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
は
生
誕
、青
少
年
期
の
人
間
形
成
、上
士

勤
王
派
と
し
て
の
活
動
、戊
辰
戦
争
を
経
て

高
知
藩
制
改
革
の
時
期
ま
で
。②
は
明
治
新

政
府
へ
の
出
仕
と
下
野
、帝
国
議
会
開
設
に

い
た
る
自
由
民
権
運
動
指
導
者
と
し
て
の
活

動
。③
は
初
期
帝
国
議
会
に
お
け
る
政
党
指

導
、伊
藤
・
山
縣
内
閣
と
の
提
携
、隈
板
内
閣

の
成
立
と
崩
壊
、政
界
引
退
ま
で
。④
は
社

会
改
良
運
動
と
社
会
政
策
論
展
開
の
時
代

で
あ
る
。

板
垣
は
常
「々
自
分
の
生
涯
は
あ
た
か
も

東
海
道
を
歩
く
駕
籠
か
き
の
よ
う
な
も
の

で
、た
い
が
い
の
者
は
宿
々
で
相
棒
が
代
わ
る

が
、自
分
は
そ
れ
と
同
様
で
、戊
辰
の
倒
幕
、

自
由
党
組
織
、社
会
問
題
な
ど
、天
下
の
志
士

と
交
わ
っ
て
き
た
が
、常
に
そ
の
時
々
相
手

が
変
わ
っ
て
い
る
」と
言
っ
て
い
た
。そ
の
言

葉
通
り
、最
晩
年
ま
で
交
際
を
続
け
て
い
た

者
は
寥
々
た
る
も
の
で
、竹
内
綱
、林
有
造

く
ら
い
だ
と
宇
田
友
猪
が
述
懐
し
て
い
る
。

中
岡
慎
太
郎
、西
郷
隆
盛
、片
岡
健
吉
、植
木

枝
盛
、中
江
兆
民
、星
亨
ら
と
は
早
く
に
幽
明

界
を
異
に
し
、谷
干
城
、河
野
広
中
ら
と
は
政

治
的
に
袂
を
分
か
っ
た
。

波
乱
に
満
ち
た
板
垣
の
生
涯
は
、激
動
の

幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
ま
で
、近
代
国
家
成
立

な
ら
な
い
。例
え
ば
片
岡
健
吉
や
佐
佐
木
高

行
の
日
記
を
見
る
と
か
、谷
干
城
の
遺
稿
を

探
る
こ
と
で
あ
る
。し
か
し
こ
の
こ
と
は
無
限

大
に
も
広
が
る
よ
う
な
仕
事
で
あ
り
、根
気

の
い
る
仕
事
で
あ
る
。さ
ら
に
板
垣
の
行
動

に
即
応
し
な
が
ら
、当
時
の
新
聞
や
雑
誌
な

ど
も
見
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、こ

れ
も
き
り
の
無
い
仕
事
と
い
え
る
。ま
た
主

と
し
て
自
由
民
権
期
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

が
政
府
側
の
探
索
報
告
な
ど
も
追
求
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
や
こ
れ
や
で
板
垣
関

係
史
料
を
遺
漏
な
く
集
め
る
こ
と
は
、容
易

な
こ
と
で
は
な
い
、殊
に
板
垣
は
長
寿
で
あ

り
、彼
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
の
史
料
を
求

め
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。私
は
こ

れ
に
と
り
く
ん
で
い
る
が
、そ
れ
は
牛
歩
で

あ
り
、日
暮
れ
て
道
遠
し
の
思
い
が
す
る
」。

結
局
、小
西
教
授
は
宿
願
を
果
た
す
こ

と
な
く
、平
成
八（
一
九
九
六
）年
に
逝
去

さ
れ
た
。

私
が
板
垣
伝
記
執
筆
を
志
し
て
資
料
蒐

集
に
着
手
し
た
の
は
、平
成
十
五（
二
〇
〇

三
）年
で
あ
る
。こ
の
年
、『
自
由
民
権
運
動
と

女
性
』で
高
知
出
版
学
術
賞
を
受
賞
し
た
大

木
基
子
高
知
短
大
教
授
の
授
賞
式
の
日
に
、

そ
の
目
次
立
て
を
見
せ
て
ご
意
見
を
い
た
だ

い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

着
手
し
て
み
れ
ば
小
西
教
授
が
書
い
て
い

た
通
り
で
、板
垣
の
自
筆
史
料
は
皆
無
に
近

い
た
め
、周
辺
の
中
岡
慎
太
郎
、佐
佐
木
高

行
、谷
干
城
、木
戸
孝
允
、片
岡
健
吉
、植
木
枝

盛
、河
野
広
中
等
の
日
記
や
遺
稿
、当
時
の
新

聞
、雑
誌
か
ら
関
連
記
事
を
追
い
か
け
る
し

か
な
か
っ
た
。最
終
的
に
は
用
い
た
同
時
代

資
料
百
六
十
五
点
、パ
ソ
コ
ン
へ
の
入
力
文
字

の
歴
史
と
共
に
あ
り
、そ
の
活
動
・
思
想
の
全

容
を
把
握
し
、正
当
な
評
価
を
下
す
の
は
相

当
困
難
で
あ
る
。何
よ
り
も
、板
垣
自
身
が

「
天
下
の
志
士
」と
交
わ
っ
た
記
録
を
全
く
残

さ
な
か
っ
た
た
め
に
、毀
誉
褒
貶
相
半
ば
す

る
評
価
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
た
。誹
謗
中
傷

に
類
す
る
批
判
に
対
し
て
も
、反
駁
す
る
材

料
を
欠
き
、弁
護
人
も
な
く
断
罪
さ
れ
続
け

る
気
の
毒
な
状
態
の
ま
ま
で
放
置
さ
れ
て
き

た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

か
つ
て
小
西
四
郎
東
京
大
学
教
授
は
、昭

和
五
十
七（
一
九
八
二
）年
発
行
の『
土
佐
史

談
』一
六
一
号
に
寄
稿
し
た「
板
垣
研
究
覚
書
」

の
中
で
、板
垣
資
料
蒐
集
の
困
難
性
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「（
板
垣
の
）伝
記
を
書
い
て
見
よ
う
と
思

い
立
っ
て
か
ら
、既
に
二
十
五
年
以
上
に
も
な

る
が
、ま
だ
そ
れ
を
果
さ
な
い
で
い
る
」、

「
種
々
調
査
を
進
め
る
と
、史
料
が
極
め
て
少

な
い
こ
と
に
驚
い
た
の
で
あ
る
。板
垣
自
身

が
書
い
た
も
の
が
、ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。日
記
は
全
く
な
い
し
、さ
ら
に
板

垣
か
ら
関
係
者
に
送
っ
た
手
紙
の
類
も
、数

え
る
ほ
ど
し
か
な
い（
略
）。凡
そ
あ
れ
ほ
ど

著
名
な
政
治
家
で
、こ
ん
な
に
ま
で
自
筆
史

料
の
少
な
い
人
は
珍
し
い
」、「
こ
う
な
る
と

先
づ
板
垣
の
周
辺
の
人
々
或
い
は
関
係
者
を

追
求
し
な
が
ら
、史
料
を
蒐
集
し
な
け
れ
ば

数
約
八
百
三
十
五
万
字
、四
百
字
詰
め
原
稿

用
紙
に
し
て
約
二
万
八
百
七
十
五
枚
、A
5

版
で
約
一
万
二
千
頁
、全
十
八
巻
の『
資
料
集
』

と
な
り
、こ
れ
を
も
と
に
私
に
と
っ
て
の
板
垣

伝
記
と
し
て
附
録『
板
垣
退
助
年
譜
』を
ま
と

め
、す
べ
て
の
作
業
を
投
了
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、こ
れ
で
完
璧
か
と
い
え
ば
、決
し

て
そ
う
で
は
な
い
。小
西
教
授
が
言
う
よ
う

に
、当
時
の
新
聞
や
雑
誌
な
ど
か
ら
デ
ー
タ

を
蒐
集
し
尽
く
す
の
は
単
独
で
は
到
底
不
可

能
で
、ま
さ
し
く「
き
り
の
無
い
仕
事
」で
あ

る
た
め
だ
。あ
と
は
後
進
に
委
ね
る
し
か

な
い
。

私
が
こ
の『
資
料
集
』編
纂
に
費
や
し
た
歳

月
は
、足
か
け
十
八
年
に
の
ぼ
る
。こ
の
間
、

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館
の
新
聞
・
雑
誌

等
の
復
刻
版
購
入
が
充
実
し
、国
立
国
会
図

書
館
等
が
所
蔵
す
る
資
料
の
ネ
ッ
ト
公
開
が

進
ん
で
、地
方
に
い
て
も
中
央
と
変
わ
ら
な

い
ほ
ど
の
研
究
条
件
が
整
っ
て
き
た
こ
と
は

す
こ
ぶ
る
幸
運
な
こ
と
だ
っ
た
。活
用
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
関
係
機
関
に
は
心
か
ら
感
謝

し
た
い
。本
書
に
よ
っ
て
板
垣
再
評
価
が
行

わ
れ
、近
代
史
研
究
に
資
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
。

な
お
蛇
足
な
が
ら
、こ
の
仕
事
は
全
く
個

人
的
動
機
に
基
づ
く
も
の
で
、一
部
の
誤
解

な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
が
、膨
大
な
コ
ピ
ー

費
用
を
は
じ
め
と
す
る
経
費
は
完
全
自
費
で

あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。こ
れ
に
つ

い
て
は
、『
明
治
政
史
』の
編
者
・
指
原
安
三
、

『
明
治
事
物
起
源
』の
編
者
・
石
井
研
堂
の
仕

事
を
範
と
し
て
き
た
在
野
研
究
者
と
し
て
、

さ
さ
や
か
な
矜
持
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

第二回 江村栄一記念「自由民権研究特別賞」受賞

『板垣退助伝記資料集』
（3セット／全18巻）各巻概要

6巻1セット／各税込18,000円／全セット購入者には『板垣退助年譜・補遺』をお付けします。
購入についてはメール（top@i-minken.jp）またはFAX（088-831-3306）にて
お問い合わせください。

1巻

2巻

3巻

4巻

5巻

6巻

幕末編

明治元年～明治5年

明治6年～明治10年

明治11年～明治13年

明治14年～明治15年

明治16年～明治20年

454頁

632頁

663頁

516頁

710頁

635頁

家系と生誕、吉田東洋暗殺、中岡慎太郎との意気投合、薩土武力
討伐の密約、大政奉還、土佐藩軍制改革と別撰組

東山道総督府参謀、戊辰戦争、版籍奉還、高知藩制改革、人民平均
の理、廃藩置県、岩倉遣欧使節団と留守政府

明治六年の政変、民撰議院設立の建言、立志社創立、大阪会議、
立志社建白、河野広中来高

高知大獄の判決、民権結社・女性参政権、高知県会開設、国会期
成同盟創立、集会条例制定、甲州遊説

東北遊説、北海道開拓使官有物払下事件、明治十四年の政変、自由
党結成、岐阜の兇変、板垣洋行問題

板垣・後藤帰朝、朝鮮改革運動、自由党解党、徳富猪一郎来高、板
垣辞爵事件、三大事件建白運動と保安条例

第1回配本 ※在庫僅少 本文

明治31年

明治32年～明治35年6月

明治35年7月～明治38年8月

明治38年9月～明治42年

明治43年～明治45年

大正篇

13巻

14巻

15巻

16巻

17巻

18巻

633頁

742頁

715頁

721頁

722頁

737頁

憲政党創立（自由・進歩両党合同）、隈板内閣の成立と崩壊、憲政
党分裂、山縣内閣との提携

四国・九州遊説、政界引退、立憲政友会創立・憲政党解党大会、
星亨暗殺、高知政界の紛擾

加藤高明高知選挙区当選受諾と交渉顛末の公表、海南倶楽部の
結成、『友愛』発刊、片岡健吉逝去、日露戦争

社会改良会結成、一代華族論争、土陽新聞社譲渡、国技館の誕生、
伊藤博文暗殺

最後の帰高、『自由党史』刊行、日韓併合、谷干城逝去、『社会政策』
発刊、土陽新聞社横領事件

太刀山会、台湾同化会、社会改良論の展開、戸主選挙法の提唱、
板垣退助逝去 （附録）「立国の大本」「神と人道」「国会論ノ始末」

第3回配本 本文

明治21年～明治22年

明治23年

明治24年

明治25年～明治26年10月

明治26年11月～明治28年

明治29年～明治30年

7巻

8巻

9巻

10巻

11巻

12巻

607頁

597頁

635頁

682頁

724頁

666頁

大同団結運動、大日本帝国憲法の発布、後藤入閣と大同団結運動
の分裂

愛国公党、庚寅倶楽部結成（三派合同）、立憲自由党の成立、第一回
衆議院議員選挙、帝国議会開設

土佐派の裏切り、自由新聞社の内紛、大津事件、東北・北海道遊説、
板垣・大隈の連携と第二期帝国議会、衆議院解散

衆議院議長星亨の議会除名・自由党の苦難、日清戦争と三国干渉、
伊藤内閣との連携

板垣退助内務大臣就任、三陸大海嘯、河野広中脱党、後藤象二郎
逝去，東海北信遊説、第三次伊藤内閣

第2回配本 本文

選挙大干渉、植木枝盛逝去、板垣・大隈両伯告発事件
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こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
一
〇
周
年
を
記

念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
二
三
回
目
と
な
り
ま

す
。今
回
も「
歴
史
」「
人
物
」「
地
理
・
文
化
」な

ど
全
八
分
野
に
数
々
の
力
作
が
出
品
さ
れ
ま

し
た
。

応
募
点
数
は
、小
学
校
二
八
校
、中
学
校
一
校

か
ら
、合
計
一
三
五
点
。見
ご
た
え
の
あ
る
作

品
が
集
ま
り
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら
一
八
点
を

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
に
選
出
し
ま
し
た
。

一
月
二
八
日（
土
）に
は
表
彰
式
を
開
催
し
、

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
受
賞
者
や
そ
の
家

族
の
方
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、展
示
期
間
中
は
約
一
、二
五
〇
名
の
方

に
観
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
一
〇
周
年
を
記

念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
二
三
回
目
と
な
り
ま

す
。今
回
も「
歴
史
」「
人
物
」「
地
理
・
文
化
」な

ど
全
八
分
野
に
数
々
の
力
作
が
出
品
さ
れ
ま

し
た
。

応
募
点
数
は
、小
学
校
二
八
校
、中
学
校
一
校

か
ら
、合
計
一
三
五
点
。見
ご
た
え
の
あ
る
作

品
が
集
ま
り
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら
一
八
点
を

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
に
選
出
し
ま
し
た
。

一
月
二
八
日（
土
）に
は
表
彰
式
を
開
催
し
、

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
受
賞
者
や
そ
の
家

族
の
方
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、展
示
期
間
中
は
約
一
、二
五
〇
名
の
方

に
観
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令和5年1月21日（土）～2月26日（日）
高知市教育研究会社会科部会

期 間

共 催

社会科自由研究作品展報告第23回

すばらしい
作品ばかりで
驚きました。

自由民権記念館特別賞　18作品

分 野 学 校 学年 氏 名 作 品 名

環境

人物

地域・福祉

地域・福祉

総合

地理・文化

体験

産業・交通

地理・文化

歴史

環境

産業・交通

総合

人物

地域・福祉

地理・文化

体験

歴史

高知大学教育学部附属小学校

第四小学校

神田小学校

高知大学教育学部附属小学校

高知小学校

横内小学校

初月小学校

小高坂小学校

小高坂小学校

横浜新町小学校

高知小学校

小高坂小学校

横浜新町小学校

介良小学校

高知大学教育学部附属小学校

高須小学校

横浜新町小学校

介良潮見台小学校

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

鈴木　結仁

片山　悠嗣

遠山　怜花

三好　湖春

廣田　樹

西森　史栞

田中　咲羽

山﨑　実央

前田　紗彩

北岡　琢功実

沼田　京香

德平　健佑

滝本　理仁

山﨑　さくら

山口　心寧

目良　夏南

有光　彩瑛

梶原　叶大

3Rでプレゼント大作せん

坂本龍馬クイズ

みぢかにあるてんじ

色いろなマークを調べてみた！

電車や駅で地しんが起きたらどうする

土佐べんについて知ろう

高知を代表する土佐和紙

三菱って何屋さん？

あいぞめの研究

もし、高知城が戦国時代にあったら？

目指そう！食品ロスさくげん

その野菜、本当に高知産？ ～本当の高知野菜を食べよう。～

「高知県防災アプリ」を活用しよう！

植物学者牧野富太郎について

いのちの贈り物～臓器移植～

むかし五台山は島だった！？

平和な世界に～自分ができること～

悲運の武将 源希義　僕が生まれ育った介良に住んでいた

学校教育連携プログラムの御案内
当館で行っている学校教育連携プログラムを御案内します。

小・中・高等学校での歴史学習に、ぜひ高知市立自由民権記念館を御活用ください。

●出前授業

●団体観覧

当館学芸員が学校に伺います。
自由民権運動や土佐の近代史に関することなど、授業内
容・時間は可能な限り学校側の御要望に沿って対応いたしま
すので、お気軽にお問い合わせください。

明治維新から明治25年の選挙大干渉までを資料とパネルで御
紹介する当館常設展示室を、ワークシートを利用して御案内し、自
由民権運動の歴史と高知県出身者の動きについて分かりやすくお
話します。
また、子ども向け学習映像「自由民権って何？」の視聴や、民権すご

ろく、明治時代の錦絵・地図のパズルなどのメニューもあります。

●副読本『板垣退助BOOK』 電子公開

高知市内の小学生に、郷土の偉人である板垣退助についてより詳しく学んでもら
うことを目的として平成30年度に作成した小学6年生向け副読本『板垣退助ブッ
ク』ですが、令和４年度より提供方法を冊子配布からインターネット上での公開へ
と切り替えました。どなたでも無料で御覧いただけます。
教員対象の解説書も併せて公開しておりますので、授業や日々の家庭学習等に
御活用ください。

～例えばこんな事例がありました～
・「校区の歴史について教えてほしい」 
・「新聞の葬式について授業で話してほしい」
・「濱口雄幸についてわかりやすく話してほしい」

ダウンロードは下記URLから▽
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/90/itagaki-book.html
または「高知市　板垣退助ブック」で検索

この他、キャリア学習への講師派遣や授業で使用する資料画像の提供など、
御要望・御質問があれば気軽にお問い合わせください!

子どもたちの意欲と
熱意に感動しました。

「なるほど」と思う
ようなことを書いていて、
勉強になった。 
（小学生）

来場者アンケートより

展示室入口

作品を見る来館者

高知県立丸の内高等学校音楽科の
学生による演奏がありました

高校生以下観覧無料

特別賞受賞のみなさん

表彰式アトラクション
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こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
一
〇
周
年
を
記

念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
二
三
回
目
と
な
り
ま

す
。今
回
も「
歴
史
」「
人
物
」「
地
理
・
文
化
」な

ど
全
八
分
野
に
数
々
の
力
作
が
出
品
さ
れ
ま

し
た
。

応
募
点
数
は
、小
学
校
二
八
校
、中
学
校
一
校

か
ら
、合
計
一
三
五
点
。見
ご
た
え
の
あ
る
作

品
が
集
ま
り
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら
一
八
点
を

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
に
選
出
し
ま
し
た
。

一
月
二
八
日（
土
）に
は
表
彰
式
を
開
催
し
、

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
受
賞
者
や
そ
の
家

族
の
方
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、展
示
期
間
中
は
約
一
、二
五
〇
名
の
方

に
観
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

こ
の
作
品
展
は
、当
館
開
館
一
〇
周
年
を
記

念
し
て
始
ま
り
、今
年
で
二
三
回
目
と
な
り
ま

す
。今
回
も「
歴
史
」「
人
物
」「
地
理
・
文
化
」な

ど
全
八
分
野
に
数
々
の
力
作
が
出
品
さ
れ
ま

し
た
。

応
募
点
数
は
、小
学
校
二
八
校
、中
学
校
一
校

か
ら
、合
計
一
三
五
点
。見
ご
た
え
の
あ
る
作

品
が
集
ま
り
ま
し
た
。そ
の
中
か
ら
一
八
点
を

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
に
選
出
し
ま
し
た
。

一
月
二
八
日（
土
）に
は
表
彰
式
を
開
催
し
、

自
由
民
権
記
念
館
特
別
賞
受
賞
者
や
そ
の
家

族
の
方
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、展
示
期
間
中
は
約
一
、二
五
〇
名
の
方

に
観
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

令和5年1月21日（土）～2月26日（日）
高知市教育研究会社会科部会

期 間

共 催

社会科自由研究作品展報告第23回

すばらしい
作品ばかりで
驚きました。

自由民権記念館特別賞　18作品

分 野 学 校 学年 氏 名 作 品 名

環境

人物

地域・福祉

地域・福祉

総合

地理・文化

体験

産業・交通

地理・文化

歴史

環境

産業・交通

総合

人物

地域・福祉

地理・文化

体験

歴史

高知大学教育学部附属小学校

第四小学校

神田小学校

高知大学教育学部附属小学校

高知小学校

横内小学校

初月小学校

小高坂小学校

小高坂小学校

横浜新町小学校

高知小学校

小高坂小学校

横浜新町小学校

介良小学校

高知大学教育学部附属小学校

高須小学校

横浜新町小学校

介良潮見台小学校

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

6

6

鈴木　結仁

片山　悠嗣

遠山　怜花

三好　湖春

廣田　樹

西森　史栞

田中　咲羽

山﨑　実央

前田　紗彩

北岡　琢功実

沼田　京香

德平　健佑

滝本　理仁

山﨑　さくら

山口　心寧

目良　夏南

有光　彩瑛

梶原　叶大

3Rでプレゼント大作せん

坂本龍馬クイズ

みぢかにあるてんじ

色いろなマークを調べてみた！

電車や駅で地しんが起きたらどうする

土佐べんについて知ろう

高知を代表する土佐和紙

三菱って何屋さん？

あいぞめの研究

もし、高知城が戦国時代にあったら？

目指そう！食品ロスさくげん

その野菜、本当に高知産？ ～本当の高知野菜を食べよう。～

「高知県防災アプリ」を活用しよう！

植物学者牧野富太郎について

いのちの贈り物～臓器移植～

むかし五台山は島だった！？

平和な世界に～自分ができること～

悲運の武将 源希義　僕が生まれ育った介良に住んでいた

学校教育連携プログラムの御案内
当館で行っている学校教育連携プログラムを御案内します。

小・中・高等学校での歴史学習に、ぜひ高知市立自由民権記念館を御活用ください。

●出前授業

●団体観覧

当館学芸員が学校に伺います。
自由民権運動や土佐の近代史に関することなど、授業内
容・時間は可能な限り学校側の御要望に沿って対応いたしま
すので、お気軽にお問い合わせください。

明治維新から明治25年の選挙大干渉までを資料とパネルで御
紹介する当館常設展示室を、ワークシートを利用して御案内し、自
由民権運動の歴史と高知県出身者の動きについて分かりやすくお
話します。
また、子ども向け学習映像「自由民権って何？」の視聴や、民権すご

ろく、明治時代の錦絵・地図のパズルなどのメニューもあります。

●副読本『板垣退助BOOK』 電子公開

高知市内の小学生に、郷土の偉人である板垣退助についてより詳しく学んでもら
うことを目的として平成30年度に作成した小学6年生向け副読本『板垣退助ブッ
ク』ですが、令和４年度より提供方法を冊子配布からインターネット上での公開へ
と切り替えました。どなたでも無料で御覧いただけます。
教員対象の解説書も併せて公開しておりますので、授業や日々の家庭学習等に
御活用ください。

～例えばこんな事例がありました～
・「校区の歴史について教えてほしい」 
・「新聞の葬式について授業で話してほしい」
・「濱口雄幸についてわかりやすく話してほしい」

ダウンロードは下記URLから▽
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/90/itagaki-book.html
または「高知市　板垣退助ブック」で検索

この他、キャリア学習への講師派遣や授業で使用する資料画像の提供など、
御要望・御質問があれば気軽にお問い合わせください!

子どもたちの意欲と
熱意に感動しました。

「なるほど」と思う
ようなことを書いていて、
勉強になった。 
（小学生）

来場者アンケートより

展示室入口

作品を見る来館者

高知県立丸の内高等学校音楽科の
学生による演奏がありました

高校生以下観覧無料

特別賞受賞のみなさん

表彰式アトラクション
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一
九
六
〇
〜
二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
自
由
民
権
運

動
史
研
究
に
多
く
の
功
績
を
残
し
、
ま
た
一
九
八
〇
年

代
に
全
国
的
規
模
で
展
開
し
た
「
自
由
民
権
百
年
運

動
」
の
事
務
局
長
を
も
務
め
た
法
政
大
学
名
誉
教
授

故 

江
村
栄
一
氏
。
そ
の
多
大
な
業
績
を
讃
え
、
自
由
民

権
運
動
研
究
の
深
化
・
発
展
を
め
ざ
し
て
設
立
さ
れ
た

「
江
村
栄
一
記
念
会
」
が
、
令
和
四
年
度
「
自
由
民
権

研
究
特
別
賞
」
の
受
賞
者
と
し
て
公
文
豪
氏
を
選
定
し

ま
し
た
。

こ
の
「
自
由
民
権
研
究
特
別
賞
」
は
、
自
由
民
権
運

動
史
に
関
す
る
研
究
や
研
究
に
資
す
る
資
料
集
の
刊
行

な
ど
で
特
に
顕
著
な
業
績
を
残
し
た
研
究
者
等
を
対
象

と
し
た
賞
で
す
。
公
文
氏
が
単
独
で
編
集
し
た
『
板
垣

退
助
伝
記
資
料
集
』
が
、
今
後
の
板
垣
研
究
の
土
台
に

な
る
と
高
く
評
価
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
度
の
受
賞

と
な
り
ま
し
た
。

板
垣
は
近
代
史
に
お
け
る
重
要
人
物
で
あ
り
な
が

ら
、
本
人
が
記
し
た
資
料
は
ほ
と
ん
ど
伝
わ
っ
て
お
ら

ず
、
そ
の
研
究
は
困
難
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

公
文
氏
は
板
垣
再
評
価
を
目
指
し
、
彼
に
関
す
る
資
料

を
約
二
〇
年
か
け
て
丹
念
に
収
集
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
各
巻
約
六
〇
〇
〜
七
〇
〇
頁
、
全
一
八
巻
の
膨

大
な
資
料
集
が
完
成
し
ま
し
た
。

当
館
と
し
ま
し
て
も
、
公
文
氏
か
ら
『
板
垣
退
助
伝

記
資
料
集
』
刊
行
の
お
話
を
い
た
だ
き
、
開
館
三
〇
周

年
の
節
目
に
発
行
で
き
た
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
こ
と

で
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
賞
を
受
賞

さ
れ
た
公
文
氏
に
、
心
よ
り
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

『
板
垣
退
助
伝
記
資
料
集
』
は
、
販
売
の
ほ
か
当
館
二

階
図
書
室
で
全
巻
閲
覧
が
可
能
で
す
。
こ
の
資
料
集
を

少
し
で
も
多
く
の
方
に
活
用
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。

公
文

　豪
氏
、江
村
栄
一
記
念

「
自
由
民
権
研
究
特
別
賞
」受
賞

これまで冊子での発行、有料頒布
を行ってきた高知市立自由民権記念
館紀要ですが第27号よりHP上での
電子公開とし、どなたでも無料で御覧
いただけるようになります。バックナ
ンバーについてはこれまでどおり書籍
販売のみとなっております。紀要の閲
覧は高知市民権・文化財課HPから

□高知市立自由民権記念館
　紀要について

2023（令和5）年4月より「民権
ばあさん」こと楠瀬喜多を御紹介する
コーナー展示を実施します。

□第2展示室コーナー展示
　「楠瀬喜多ってどんな人？」

出版物のお知らせ
第1巻～第6巻セット、第7巻～第12巻セット、第13巻～第18巻セット
（各税込18,000円）

『板垣退助伝記資料集』好評販売中

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
めたものではなく、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年度から刊行が始まり令和4年度秋
の刊行をもって、全18巻が完結しました。

購入・お問合せ：高知市立自由民権記念館
TEL／088-831-3336  FAX／088-831-3306

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。（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。

ワークショップ

4月15日（土）

「パタパタメモ帳を作ろう！」
5月5日（金・祝）

「ミニこいのぼりを作ろう！」
6月17日（土）

「レジンでかき氷を作ろう！」
7月15日（土）・8月19日（土）

「万華鏡を作ろう！」
9月18日（月・祝）

「ブックカバーを作ろう！」

5月27日（土）14：00～15：30

■企画展「牧野富太郎と土佐の自由民権」記念講演会
　高知近代史研究会総会・第113回研究会
 「民権・佐川・牧野」

講師：筒井秀一（高知市立自由民権記念館長）
会場：１階民権ホール
※総会 13：30～13：50

5月20日（土）～12月3日（日）

■企画展
 「牧野富太郎と土佐の自由民権」

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27日（土）、9月3日（日）には
　それぞれ16時から展示解説を行います。
※9月1日（金）は展示替えのため休室

4月29日（土・祝）15：00～17：00

◆自由民権記念館友の会総会・記念講演会
 「逸話で語る板垣退助」

講師：公文豪氏（自由民権運動研究家・友の会会員）
会場：１階民権ホール
※総会 13：30～15：00

申込不要

申込不要

申込不要

要申込開催中～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

□ 高知近代史研究会第112回研究会報告
□ 企画展「牧野富太郎と土佐の自由民権」
□ 『板垣退助伝記資料集』全18巻の刊行を終えて
□ 第23回社会科自由研究作品展報告
□ 学校教育連携プログラムの御案内

9月3日（日）14：00～15：30

■高知近代史研究会第114回研究会
 「選挙と識字」

講師：汲田美砂（高知市立自由民権記念館学芸員）
会場：１階民権ホール

7月下旬  10：00～12：00（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

定員：各回１０名
会場：１階研修室（4月のみ民権ホール）
参加費：500円
※午前・午後とも参加者対象の展示クイズラリーあり

午前の部  10：00～12：00
午後の部  14：00～16：00 要電話

予約

高
知
市
立
自
由
民
権
記
念
館

自 由 民 権 記 念 館 だ よ り
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