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〆‐ 、
津
山
城
の
解
説
本
『
学
芸
員
が
作
っ
た

津
山
城
の
本
』
発
刊
を
記
念
し
て
、
５
月

９
日
に
第
１
０
５
回
文
化
財
め
ぐ
り
「
津
山

城
を
歩
い
て
み
よ
う
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

か
ぶ
き

博
物
館
前
を
出
発
し
て
大
手
側
の
冠
木

も
ん門

跡
か
ら
本
丸
へ
と
順
番
に
登
っ
て
行
き
、

．
か
ら
め
て

下
り
は
鰯
手
側
の
裏
下
門
跡
、
北
門
跡
を

経
て
鶴
山
公
園
を
出
た
後
、
か
っ
て
の
城

の
広
さ
を
実
感
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
埋

め
立
て
ら
れ
て
い
る
堀
の
外
周
を
め
ぐ
っ
て
、

博
物
館
へ
帰
る
コ
ー
ス
を
歩
き
ま
し
た
。

平
素
の
文
化
財
め
ぐ
り
の
ご
案
内
は
友

の
会
の
会
員
の
み
で
し
た
が
、
今
回
は
一
般

市
民
に
広
く
参
加
を
募
っ
た
と
こ
ろ
、
予

想
を
大
幅
に
上
回
る
１
２
７
人
の
方
々
に
ご

参
加
い
た
だ
き
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
津
山

城
へ
の
関
心
の
高
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し
た
。

小
中
学
生
を
含
む
家
族
連
れ
で
の
ご
参
加

も
あ
り
、
ふ
だ
ん
の
文
化
財
め
ぐ
り
で
は

見
ら
れ
な
い
光
景
で
し
た
。

こ
の
日
の
気
温
は
、
５
月
に
し
て
は
少
々

高
か
っ
た
の
で
す
が
、
天
候
に
も
め
ぐ
ま
れ
、

参
加
者
の
皆
さ
ん
は
『
学
芸
員
が
作
っ
た

津
山
城
の
本
』
を
片
手
に
津
山
城
の
散
策

を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

〆

｢パレ夫」 公園(堀の

文
化
財
め
ぐ
り

し



バラ咲き誇る花フェスタ記念公園

トピックス 淫博２０１５．７Ｎｏ．８５

、

３

~、
／一‐

児市との歴史友好都市締結20周年I圏可
ｑ

_望

ノ

当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
矢
吹
家
十
二
支

箱
文
書
が
、
津
山
市
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
矢
吹
家
資
料
は
、
古
文
書
・
絵
図
・

和
書
な
ど
を
中
心
と
し
た
資
料
群
で
、
そ
の

中
核
を
成
す
の
が
十
二
支
箱
文
書
で
す
。

十
二
支
箱
文
書
は
、
津
山
松
平
藩
時
代
に

農
村
支
配
に
当
た
っ
て
い
た
郡
代
所
の
文
書
で
、

郡
代
が
受
け
取
っ
た
村
々
の
願
書
や
他
藩
役

人
か
ら
の
書
状
、
郡
代
自
ら
が
作
成
し
た
書

類
な
ど
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
明
治
初
期
、
歴

史
資
料
の
保
存
と
郷
土
史
研
究
に
熱
意
を
燃

や
し
て
い
た
矢
吹
正
則
が
、
い
ず
れ
処
分
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
郡
代
所
文
書
を
入
手
し
て
、

保
存
を
図
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
矢
吹
家
に

お
い
て
十
二
支
に
仕
訳
さ
れ
た
木
箱
に
整
理

し
て
あ
っ
た
こ
と
が
、
名
称
の
由
来
で
す
。

美
作
地
域
の
近
世
史
研
究
に
不
可
欠
な
資

料
と
し
て
、
４
月
調
日
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

し

』堅
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･可成寺を訪問

も
り
た
だ
ま
さ

初
代
津
山
藩
主
・
森
忠
政
の

出
身
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
平

成
７
年
佃
月
化
日
に
岐
阜
県
可

児
市
（
旧
兼
山
町
）
と
歴
史
友

好
都
市
の
締
結
を
行
い
、
今
年

で
、
周
年
を
迎
え
て
い
ま
す
。

そ
の
記
念
と
し
て
、
５
月
”
日

～
犯
日
に
総
勢
至
人
の
訪
問
団

が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。

初
日
は
兼
山
を
訪
問
し
、
森

か
じ
ょ
う
じ

家
の
墓
所
が
あ
る
可
成
寺
・
常

照
寺
や
歴
史
民
俗
資
料
館
を
見

学
の
後
、
交
流
会
が
開
か
れ
、

兼
山
の
皆
さ
ん
と
の
親
睦
を
深

め
ま
し
た
。
２
日
目
は
、
可
児

市
の
花
フ
ェ
ス
タ
記
念
公
園
で
開

催
さ
れ
る
「
花
フ
ェ
ス
タ
２
０
１

５
可
児
市
ウ
ィ
ー
ク
」
の
開
会

式
に
お
い
て
、
市
長
に
よ
る
記

念
品
交
換
が
行
わ
れ
、
友
好
の

紳
を
再
確
認
し
ま
し
た
。

秋
に
は
可
児
市
か
ら
訪
問
団

が
派
遣
さ
れ
る
予
定
で
、
日
程

を
調
整
中
で
す
。
こ
れ
を
機
に
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
も
可
児
市
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
、

可
児
市
か
ら
の
訪
問
団
を
盛
大

に
お
も
て
な
し
し
ま
し
ょ
う
。

Ｌ



す
。
こ
の
は
が
き
か
ら
、
佐
平
が
こ

期
、
将
来
「
彫
刻
物
（
置
物
類
）
」
制

意
向
を
持
っ
て
い
た
郡
が
分
か
り
ま

室
谷
は
「
伊
部
焼
を
改
良
し
美
術
的

つ
実
用
的
製
品
と
な
す
べ
く
目
下
県

試
験
場
に
於
い
て
研
究
調
査
」
（
大
阪

朝
日
新
聞
大
正
ｎ
年
３
月
釘
日
付
記
事
）

を
し
て
い
た
人
物
で
し
た
。
室
谷
は
こ
の

は
が
き
で
侭
物
制
作
が
得
意
な
門
下
生
を

佐
平
に
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
の

経
緯
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

佐
平
は
置
物
制
作
に
関
し
て
、
京
都
の

陶
磁
器
試
験
所
に
勤
め
て
い
た
徳
見
知
孝

に
も
相
談
し
て
い
ま
す
。

資
料
②
は
、
哩
年
２
月
塑
日
消
印
の
徳

見
知
孝
が
浮
田
佐
平
に
あ
て
た
書
簡
便
塞

三
枚
の
う
ち
三
枚
目
で
す
。
こ
の
書
簡
で

は
、
素
地
試
験
や
紬
薬
に
つ
い
て
な
ど
非

常
に
興
味
深
い
文
面
が
多
々
あ
り
ま
す
が
、

資料②
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あ
る
文
献
も
あ
り
、
ま
た
、
特
別
展
準
備

の
過
程
で
新
た
に
審
簡
等
が
見
つ
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
浮
田
佐
平
が
、
大
規
模
な
窯

を
築
い
て
間
も
な
い
時
期
に
置
物
制
作
も

視
野
に
入
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
こ
で
は
浮
田
家
に
遺
さ
れ
て

い
た
関
連
資
料
の
一
部
に
つ
い
て
考
え
ま

す
。

資
料
①
は
、
過
年
７
月
羽
日
消
印
の
室

谷
秀
司
が
浮
田
佐
平
に
あ
て
た
は
が
き
で

す
。
佐
平
焼
が
作
ら
れ
た
時
期
を
考
え
る

と
、
消
印
は
大
正
週
年
と
考
え
ら
れ
、
大

規
模
な
窯
を
築
い
て
一
年
も
た
た
な
い
時

多
く
作
ら
れ
た
の
も
花
器
だ
と
考
え
ら
れ
に
且

多
く
遺
さ
れ
て
い
る
の
は
花
器
で
、
一
番
す
。

ま
す
。
し
か
し
、
置
物
類
も
制
作
し
た
と
工
業

佐
平
焼
の
置
物

を
取
り
上
げ
ま
す
。
佐
平
焼
の
う
ち
一
番
作
の

る
通
り
、
今
年
度
の
特
別
展
で
は
佐
平
焼
の
時

最
終
ペ
ー
ジ
の
特
別
展
の
ご
案
内
に
あ
期
で

■

.．ｒ

資料①

今
回
は
資
料
②
の
中
程
に
は
っ
き
り
と
見

え
る
「
ラ
イ
オ
ン
型
」
と
い
う
部
分
以
降

に
注
目
し
ま
し
た
。
要
約
す
る
と
、
ラ
イ

オ
ン
型
は
非
常
に
複
雑
な
の
で
、
京
都
に

来
ら
れ
る
折
に
直
接
部
長
と
相
談
し
て
ほ

し
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
、
唐

獅
子
や
大
黒
の
型
と
比
べ
る
と
、
ラ
イ
オ

ン
型
は
新
し
い
型
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
実
際
に
ラ
イ
オ
ン
の
侭
物
が

遺
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
資
料
③
）

置
物
は
花
器
に
比
べ
る
と
非
常
に
少
な

い
点
数
し
か
還
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
浮

旧
佐
平
が
、
美
作
の
特
産
品
を
作
る
と
い

う
目
的
を
も
っ
て
佐
平
焼
制
作
に
取
り
組

む
な
か
で
、
様
々
な
挑
戦
を
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
秋
の
特
別
展
で
は
挑

戦
の
過
程
で
遺
さ
れ
た
作
品
や
資
料
も
、

紹
介
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

、＝
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久
ら

〃
澗
俵
あ
し
＃
”
ゅ
計
脇
：
，
繁
修
小
〃
伽
”
ず
易
診
浮
篇
形
潅
珊
葱

〃
亀
塊
Ｔ
ｊ
“
”
や
為
鰯
く
や
鋤
紐
り
〃
鼻
〃

血
倒
州
淡
〃
〃
ぜ
野
“
賜
惚
礼
”
緋
＃
り
り
ｆ
輪
軸
弧
撚
擁
靴
吻
竿
秘
鋤
や
く
４
ｒ
わ
し
聯
添
罪
２
作

沙
才
総
バ
ウ
紗
噸
紗
郡
岬
幾
畷
脅
妙
雌
ｌ
鈴
臥
嫉
郷
心
し
伽
健
吟
〃
穆
秒
励
雁
ｗ
，
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小諸城跡

写
真
は
津
山
出
身
の
版
画
家
、
永
礼
孝

二
の
作
品
で
す
。

永
礼
孝
二
は
明
治
弘
年
に
現
在
の
津
山

市
志
戸
部
で
生
ま
れ
、
大
正
８
年
に
洋
画

家
を
志
し
上
京
し
ま
す
が
、
や
が
て
版
画

の
世
界
に
惹
か
れ
こ
の
道
に
進
む
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
昭
和
５
年
に
は
日
仏
協
会

主
催
第
２
回
国
際
美
術
展
版
画
部
に
出
品
。

そ
の
後
も
、
日
本
版
画
協
会
展
や
国
面
会

展
に
数
々
の
作
品
を
出
品
し
ま
す
。
そ
の

永
礼
孝
二
「
ロ
シ
ア
人
形
（
女
）
」
・
「
小
諸
城
跡
」

蟹
４
．

１ ｰ

後
、
昭
和
加
年
に
は
、
疎
開
先
の
郷
里
で

棟
方
志
功
と
出
会
い
、
創
作
に
か
け
る
情

熱
に
共
感
し
、
同
師
年
に
棟
方
志
功
ら
が

創
設
し
た
日
本
板
画
院
の
第
１
回
展
に
出

品
。
以
後
晩
年
ま
で
作
品
を
出
品
し
ま
し

た
。

人
形
を
描
い
て
い
る
作
品
は
、
第
加
回

日
本
版
画
協
会
展
へ
出
品
し
た
作
品
で
、
「
ロ

シ
ア
人
形
（
女
）
」
、
風
蚊
画
の
方
は
「
小

諸
城
跡
」
で
す
。
彼
の
作
品
は
「
和
の
モ
チ
ー

品
で
す
が
、
一
方
の
「
小
諸
城
跡
」
は
落

ち
着
い
た
透
明
感
の
あ
る
印
象
を
受
け
る

作
品
で
す
。

こ
の
た
び
永
礼
孝
二
の
親
戚
の
方
か
ら
、

こ
れ
ら
の
作
品
を
は
じ
め
多
く
の
関
連
資

料
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

フ
に
洋
噸
の
構
図
を
巧
み
に
取
り
入
れ
、

マ
テ
ィ
ス
の
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
か
つ
大
胆
な

色
の
表
現
で
、
し
っ
と
り
と
し
た
透
明
感

の
あ
る
作
風
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
ご
紹
介
し
た
作
品
「
ロ
シ
ア
人
形

（
女
）
」
は
大
胆
な
色
使
い
が
印
象
的
な
作

５

ロシア人形（女）

梶
村
明
慶

ﾉ"

=ｊＩ
鋤
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津
山
藩
主
森
家
の
黄
葉
信
仰
ｌ
新
出
資
料
か
ら
の
一
考
察
Ｉ

小
島
徹

空目

■

灘
一
今
圃
尭
膨
れ
箕
放

烹
謬
愛
撫
嚇
擁
珍
修
を
今

瀞
老
塑
？
必
③
イ
易
さ

驚
褐
あ
だ
庵
彦
と
考
錆
芳

織
そ
ゃ
亮
ら
み
る
命
壷

蓋

己

新たに見つかった隠元の書(倉敷･龍昌院蔵)とその解読文(左下）

雲
涛
』
三
集
）
、
さ
ら
に
寛
文
４
年
（
１
６

６
４
）
の
年
譜
に
「
為
作
州
太
守
薦
母
枯
香
」

と
あ
り
（
『
普
照
国
師
年
譜
』
）
、
こ
の
年
の

暮
れ
に
五
十
回
忌
を
迎
え
た
渓
花
院
の
供

養
の
た
め
、
長
継
が
隠
元
に
依
頼
し
て
書

か
れ
た
も
の
と
判
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、

筆
跡
や
落
款
の
印
章
な
ど
か
ら
も
、
隠
元

の
真
築
と
見
て
ほ
ぼ
間
迷
い
な
い
と
断
定

さ
れ
ま
し
た
。

琴,糠認＜冨圃易諺愚鍔蔓
草

２
．
長
継
の
生
い
立
ち
と
渓
花
院

津
山
藩
主
森
家
一
族

の
菩
提
寺
と
し
て
は
、

大
型
五
輪
塔
の
墓
石
が

建
ち
並
ぶ
本
源
寺
や
宗

永
寺
な
ど
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
臨
済
宗
の
寺
院
で
す

が
、
森
家
で
は
一
時
期
、

同
じ
禅
宗
の
一
派
で
あ

る
黄
薬
宗
に
帰
依
し
て

い
た
様
子
が
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
２

代
藩
主
・
長
継
の
治
世

は
じ
め
に

の
後
半
か
ら
改
易
ま
で
の
加
年
あ
ま
り
の

期
間
で
す
。
領
内
下
田
邑
に
千
年
寺
、
西

一
宮
に
本
光
寺
と
い
う
黄
蕊
寺
院
が
建
立

さ
れ
、
長
継
の
逆
修
塔
や
一
族
の
墓
所
が

整
備
さ
れ
ま
し
た
。
森
家
が
改
易
と
な
っ

て
津
山
を
去
っ
た
た
め
、
そ
の
黄
柴
信
仰

の
実
態
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
最
近
に
な
っ
て
そ
の
一
端
を
う
か

が
え
る
興
味
深
い
資
料
が
見
つ
か
り
ま
し

た
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
つ
つ
考
察
を
加

え
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
継
は
慶
長
巧
年
（
１
６
１
０
）
に
関

成
次
・
於
郷
夫
妻
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
。
於
郷
は
森
忠
政
の
娘
な
の
で
、

忠
政
の
外
孫
に
当
た
り
ま
す
。
そ
の
後
も
、

於
郷
は
長
政
・
衆
之
と
男
子
を
続
け
て
産

み
ま
す
が
、
幼
い
３
兄
弟
を
残
し
て
元
和

元
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
法
名
は
渓
花

院
春
獄
宗
永
大
姉
、
夫
・
成
次
は
そ
の
菩

提
を
弔
う
た
め
、
墓
所
だ
け
で
な
く
寺
院

を
津
山
の
西
寺
町
に
建
立
し
、
そ
の
法
名

を
寺
の
名
に
し
て
い
ま
す
。
寛
永
皿
年
（
１

６
３
３
）
、
忠
政
の
嫡
男
・
忠
広
が
没
し
、

他
に
実
子
が
無
か
っ
た
忠
政
は
、
外
孫
の

長
継
を
後
継
者
と
決
め
ま
し
た
。
そ
の
翌
年
、

忠
政
が
京
都
で
急
死
し
た
た
め
、
長
継
は

２
代
藩
主
と
な
っ
た
の
で
す
。

長
継
は
母
の
供
養
の
た
め
新
寺
を
造
営

し
、
明
暦
２
年
（
１
６
５
６
）
に
落
成
す
る
と
、

母
の
法
名
か
ら
取
っ
て
宗
永
寺
と
名
付
け

ま
す
。
実
父
に
よ
る
寺
院
創
建
で
は
満
足

最
近
見
つ
か
っ
た
資
料
と
は
、
隠
元
の

書
で
す
（
上
の
写
真
）
。
弱
字
の
字
数
か
ら
、

七
言
律
詩
と
わ
か
り
ま
す
。
末
尾
に
「
鵬

月
（
Ⅱ
廻
月
）
六
日
薦
渓
花
院
春
獄
宗

栄
太
夫
人
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
渓
花
院
」

以
下
は
法
名
で
、
森
忠
政
の
娘
・
於
郷
を

指
し
ま
す
。
彼
女
は
森
家
の
一
族
に
当
た

る
関
成
次
に
嫁
ぎ
、
男
子
３
人
を
産
み
ま

す
が
、
元
和
元
年
（
１
６
１
５
）
ｎ
月
６

日
に
皿
歳
の
若
さ
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し

た
。
「
薦
」
に
は
「
供
え
た
て
ま
つ
る
」
の

意
が
あ
っ
て
、
命
日
の
回
忌
法
要
の
た
め

に
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
単
な
る
漢
詩

し
げ

で
は
な
く
詩
偶
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

年
代
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
『
隠
元

全
集
』
に
「
森
内
記
長
継
居
士
求
薦
乃
堂

渓
花
院
春
撤
宗
栄
太
夫
人
五
十
年
忌
」
の

題
で
こ
の
詩
偶
が
収
録
さ
れ
（
『
隠
元
和
尚

黄経舌等親道偶言室１－
乗太渓／間普全当契擬念
老夫花化野度彰機道獄回
僧人院腐母春徳名醒回顕光
隠春ＪＥＩ蓮雲 唯 愈 覚 天 合 徹
元獄六台花馨重霊命星九
書宗 日得／／／／／冥

栄薦妙菟孝半片／
頓

１
．
見
つ
か
っ
た
隠
元
の
害



長
継
の
２
つ
違
い
の
弟
・
長
政
も
、
黄

築
宗
に
帰
依
し
て
い
ま
し
た
。
兄
か
ら
美

作
の
う
ち
１
万
８
千
石
余
を
分
与
さ
れ
、

大
名
の
扱
い
を
受
け
て
い
た
彼
は
、
隠
元

に
仏
舎
利
の
賛
を
求
め
た
り
、
還
暦
を
迎

え
た
祝
い
の
詩
偶
を
贈
ら
れ
た
り
し
て
い

ま
す
。
『
隠
元
全
集
』
で
確
認
す
る
限
り
で
は
、

兄
の
長
継
よ
り
も
信
仰
の
度
合
い
が
深

か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

長
政
の
妻
・
松
仙
院
も
黄
薬
宗
を
信
仰
し

て
い
た
の
か
、
臨
終
の
際
の
遺
言
に
従
っ
て

移
築
さ
れ
た
彼
女
の
江
戸
屋
敷
が
、
宇
治

に
開
創
さ
れ
た
寓
福
寺
の
松
隠
堂
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
現
存
の

松
隠
堂
は
元
禄
年
間
に
改
築
さ
れ
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
「
森
家
先
代
実
録
」
に
よ
る
と
、

長
政
の
妻
は
真
田
信
吉
の
娘
で
す
が
、
離

縁
し
て
公
家
の
千
種
家
に
嫁
い
だ
と
あ
り
、

そ
の
法
名
も
屋
敷
の
寄
進
も
確
認
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
長
政
を
祖
と
す
る
関
家

の
江
戸
の
菩
提
寺
は
、
黄
壁
宗
の
瑞
聖
寺

で
あ
り
、
長
政
自
身
が
深
く
帰
依
し
て
い

た
の
は
確
か
で
す
。
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お
わ
り
に

来
日
僧
・
隠
元
を
開
祖
と
す
る
黄
薬
宗

宗
祖
に
依
頼
し
た
所
に
、
彼
の
傾
倒
ぶ
り

が
う
か
が
え
ま
す
。

な
お
、
西
寺
町
の
渓
花
院
は
森
家
改
易

後
に
無
住
と
な
っ
て
徐
々
に
衰
退
し
、
明

治
末
年
頃
に
今
の
倉
敷
市
把
島
辺
り
へ
移

転
、
そ
の
後
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

皇帝一’一鼻一参一一 聖上
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津山城下町絵図に見る西寺町･渓花院の境内地縮小の様子

享保7年(1722)図(右)と嘉永7年(1854)図の比絞：赤線で囲んだ箇所
幕末期までに、当初の半分以下に縮小しています。

渓花院跡地の現況

新高倉稲荷神社が肥られています。

L■｡

せ
ず
、
藩
主
と
し
て
の
威
信
を
か
け
て
供

養
し
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
わ
ず
か
５
歳
で
母
を
失
っ
た
悲
し

み
の
大
き
さ
と
追
慕
の
念
の
深
さ
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
寛
文
年

間
（
１
６
６
１
～
７
３
）
に
か
け
て
、
彼

は
領
内
の
寺
社
の
整
備
に
努
め
ま
す
が
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
日
本
に
伝
わ
っ
た

黄
薬
宗
に
傾
倒
し
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ

た
よ
う
に
、
千
年
寺
・
本
光
寺
を
創
建
し

ま
し
た
。
先
に
紹
介
し
た
資
料
も
、
ま
さ

に
こ
の
時
期
の
も
の
で
、
生
母
の
供
養
を

Ｗ

宗永寺境内の森家墓所(左)と渓花院の供養墓

戸

７

可

３
．
弟
・
長
政
夫
妻
と
隠
元

千年寺境内の現況右奥に見えるのが長継の逆修塔。

に
は
、
徳
川
将
軍
家
を
は
じ
め
諸
大
名
に

も
帰
依
・
寄
進
す
る
者
が
多
く
、
仙
台
藩

主
伊
達
家
・
長
州
藩
主
毛
利
家
・
鳥
取
藩

主
池
田
家
な
ど
は
領
内
に
黄
薬
寺
院
を
開

き
、
菩
提
寺
と
定
め
て
歴
代
藩
主
の
墓
所

を
整
備
し
て
い
ま
す
。
森
家
の
場
合
、
わ

ず
か
４
代
で
改
易
の
憂
き
目
に
遭
い
津
山

を
離
れ
た
た
め
、
菩
提
寺
や
墓
所
を
ど
の

よ
う
に
整
備
し
て
い
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
、

詳
細
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
長
継
が

黄
梁
寺
院
を
領
内
に
開
刺
し
た
の
は
、
弟
・

長
政
を
は
じ
め
一
族
の
中
に
黄
蕊
宗
の
信

仰
を
深
め
た
者
が
い
て
、
そ
の
信
仰
を
容

認
し
て
い
た
証
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
今

回
紹
介
し
た
資
料
は
、
千
年
寺
に
残
る
逆

修
塔
と
と
も
に
、
長
継
自
身
の
黄
壁
宗
へ

の
信
心
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
る

貴
重
な
資
料
と
い
え
ま
す
。
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◎

特別展『佐平焼一結晶軸の美と特産品創出一』会期/10月3日(士)~11月8日(日

うきだ冬へい

浮田佐平（1867～1939）（ま､製糸業をはじめとして､植林、
みつまた

製材所、三jliIIiの栽培、奥津峡の観光開発など、多彩な事業

をなした実業家でした。５０才を過ぎた佐平は、郷土の特産品

を増やすため、各地から陶工を呼び寄せて大規模な窯を築き、

最高の焼き物づくりに挑戦しました。これが、佐平焼と呼ばれ

ている焼き物です。難しい結晶紬にこだわって制作された佐平

焼は、美しく光る細かな模様をその特徴とします。今回の展覧

会では、知られざる佐平焼の魅力を紹介いたします。

●ミニ企画展『津!｣｣藩主森家と黄壁宗_Ｉ

､弓､

Znイ

職惑
鰯

車＝■●

、

会期／７月１８日仕)～８月３０日(日Ｉ

本号の研究ﾉート（6～7ページ）で紹介した、黄壁宗の高僧・隠元の書を展示し、森家と黄蕊宗と

の関係を紹介するミニ企画展を開催します。

○津ul市史講座（講演会）

上記のミニ企画展に関連して､隠元の書を鑑定していただいた研究者をお招きし､講演会を開催します。

隠元らの渡来によって黄蕊宗が日本にもたらされますが、単に宗派が広まっただけでなく、当時のＦ１本に

与えた文化的な影響は非常に大きなものでした。隠元らの渡来僧が日本にもたらした影響について、おも

に近世初期の東アジアの書道文化の観点からお話しいただきます。

、

演題：隠元が近世の日本に与えた影響一書道文化を中心に－
りめさくしよう

講師：愛知学院大学准教授劉作勝先生

日時：７月２６日（日）午後1時30分～

会場：当館２階研修室

※参加費は無料ですが、博物館の入館料が必要です。
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、

鈎瀞蹴鞠。 繍摺
[編集･発行］津山郷土博物館

〒708-0022岡山県津山市山下９２

Tel（0868)22-4567Ｆａｘ（0868)23-9874

E-mailtsu-haku＠tvt､nejp
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壷は、津山松平藩の槍印で剣大といい、現在津山市の市章となっています。
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博物館キャラクター
つき拳うのすけ
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入館のご案内
[開館時間］午前９:００～午後５:００

[休館日］毎週月曜日･祝日の翌日

年末年始(１２月２９日～１月３日)･その他

[入館料］一般…２００円(80人以上の団体の場合160円）

高校･大学生…150円(80人以上の団体の場合120円）
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です。

中学生以下・障害者手帳を提示された方
l在住の65才以上の方は、入館料が無料。市内
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