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睦
睦
跨
晦

こ
れ
ま
で
二
回
に
わ
た
り
、
津
山
郷

土
博
物
館
所
蔵
岡
山
県
指
定
重
要
文
化

財
「
江
戸
一
目
図
解
風
」
に
描
か
れ
た

名
所
に
つ
い
て
現
代
の
写
真
も
交
え
て

ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
か
ら

少
し
趣
向
を
変
え
て
、
一
目
図
の
風
景

を
メ
イ
ン
に
し
て
お
話
を
進
め
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
六
番
目
に
ご
紹
介
す
る
の
は

浅
草
寺
で
す
（
図
１
）
。
浅
草
寺
は
大

化
元
（
六
四
五
）
年
に
開
山
し
た
と
伝

え
ら
れ
る
東
国
き
っ
て
の
古
剃
で
、
江

戸
時
代
に
は
観
音
参
り
で
大
変
に
ぎ
わ

っ
て
い
ま
し
た
。

一
目
図
で
も
大
勢
の
人
た
ち
が
参
詣

し
て
い
る
様
子
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
少
し
詳
細
に
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
門
前
町
か
ら

で
す
。
浅
草
寺
の
有
名
な
雷
門
の
前
は

広
小
路
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
後
に

比
べ
て
道
幅
が
広
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
は
葦
簾
が
け
の
水
茶
屋
な
ど
が

並
ん
で
い
ま
す
（
図
２
）
。
一
目
図
に

一
目
図
解
風
の
世
界

も
水
茶
屋
で
休
息
し
て
い
る
人
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雷
門
の
正
面

に
は
飲
食
店
が
並
ん
で
い
ま
す
。
い
ず

れ
も
参
拝
客
を
見
込
ん
だ
商
売
だ
と
い

え
ま
す
。
ま
た
、
浅
草
寺
門
前
の
水
茶

屋
に
は
、
休
憩
と
は
別
の
利
用
方
法
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
「
お
見
合
い
」

で
す
。
江
戸
時
代
の
お
見
合
い
は
現
代

の
も
の
と
違
い
、
相
手
の
目
の
前
を
通

り
過
ぎ
な
が
ら
、
お
互
い
を
観
察
す
る

と
い
う
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
「
見
初
め

る
」
と
い
う
形
式
を
重
視
し
て
い
ま
し

た
。
そ
う
考
え
て
も
う
一
度
水
茶
屋
の

部
分
を
見
る
と
休
息
し
て
い
る
男
性
ら

し
き
人
物
が
、
表
の
通
り
を
覗
き
込
ん

で
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
（
図
３
）
。

見
合
い
相
手
が
通
る
の
を
待
っ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

雷
門
を
く
ぐ
る
と
、
浅
草
寺
の
境
内

に
入
り
ま
す
。
仁
王
門
に
向
か
う
参
道

沿
い
に
浅
草
寺
の
支
院
が
あ
り
、
そ
の

支
院
の
は
ず
れ
か
ら
仁
王
門
ま
で
の
間

に
「
二
十
軒
茶
屋
」
と
い
う
、
参
拝
客

誕
葺
、
鼠
圃
》
蝿
侭
誠
蕊

図
一
筆

句■瀞

乾
康
一
一
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に
湯
茶
を
給
す
る
腰
掛
け
の
茶
屋
が
並

ん
で
い
ま
し
た
（
図
４
）
。
こ
れ
ら
の

茶
屋
で
は
美
女
が
給
仕
す
る
こ
と
で
有

名
に
な
り
、
薫
屋
お
よ
し
、
堺
屋
お
そ

で
な
ど
は
「
看
板
娘
」
と
し
て
、
錦
絵

に
描
か
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

二
十
軒
茶
屋
の
東
側
、
一
目
図
で
い

う
と
右
手
に
小
高
い
丘
が
見
え
ま
す

が
、
こ
れ
は
、
弁
天
山
と
言
い
、
丘
の

上
に
お
堂
が
あ
り
、
そ
の
横
に
鐘
楼
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
鐘
楼
の
鐘
は
江
戸
に

お
け
る
時
の
鐘
の
ひ
と
つ
で
、
一
目
図

に
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
目
を
弁
天
山

の
麓
に
転
じ
ま
す
と
、
池
に
か
か
る
橋

の
上
に
は
老
人
と
少
年
が
、
ま
た
、
池

端
に
も
一
塊
の
人
々
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
池
端
の
人
々
を
よ
く
見
ま
す

と
、
棒
の
よ
う
な
も
の
を
振
り
上
げ
る

人
物
と
そ
れ
か
ら
逃
げ
て
い
る
よ
う
な

人
物
、
ま
た
、
そ
れ
を
遠
巻
き
に
見
る

人
々
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
喧
一
嘩
で
も

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
津
山
藩
の

町
奉
行
日
記
に
も
祭
り
の
際
に
喧
一
嘩
が

あ
っ
た
と
い
う
記
事
は
よ
く
出
て
き
ま

す
。
そ
れ
と
同
じ
で
、
人
々
が
集
ま
る

と
こ
ろ
で
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

う
に
し
た
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
「
踏

み
付
け
る
」
が
い
つ
の
頃
か
ら
か
「
文

付
け
る
（
手
紙
を
届
け
る
こ
と
な
り
、

男
女
の
出
会
い
の
場
と
な
っ
た
の
で
し

た
。
当
時
の
お
見
合
い
は
「
見
初
め
」

を
重
視
し
た
こ
と
は
先
ほ
ど
述
べ
ま
し

た
が
、
見
初
め
た
後
に
は
、
文
を
届
け

て
交
際
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
こ

の
仁
王
門
で
見
合
い
す
る
男
女
が
た
く

さ
ん
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

仁
王
門
を
通
り
抜
け
る
と
目
の
前
に

五
重
塔
と
観
音
堂
が
見
え
て
き
ま
す

（
図
５
）
。
こ
の
仁
王
門
も
最
初
に
ご
紹

介
し
た
門
前
の
茶
屋
と
同
様
に
見
合
い

の
重
要
な
舞
台
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
あ
る
都
市
伝
説
が
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
仁
王
門

く
め
の
へ
い
な
い

の
前
に
は
久
米
平
内
と
い
う
人
物
の
像

が
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
平
内
は
九

州
出
身
の
浪
人
で
、
千
人
切
を
志
し
、

多
く
の
人
を
殺
傷
し
た
。
そ
の
前
非
を

悔
い
、
自
分
の
像
を
作
っ
て
仁
王
門
前

に
埋
め
、
人
々
に
踏
み
付
け
て
貰
う
よ

叉

乳国屋
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た
目
的
は
、
す
ぐ
に
具
体
化
さ
れ
始
め

た
。
三
月
二
十
八
日
に
は
藩
内
に
通
達

が
出
さ
れ
、
四
月
一
日
か
ら
毎
月
一
・
六

の
日
に
は
、
朝
五
半
時
（
午
前
九
時

頃
）
か
ら
講
釈
場
に
お
い
て
大
村
庄
助

に
よ
る
論
語
講
釈
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
重
役
を
初
め
と

し
て
家
中
全
体
の
出
席
が
求
め
ら
れ
て

い
た
。同

日
の
家
中
へ
の
回
状
で
は
、
武
芸

は
出
精
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
学
問
は

出
精
の
様
子
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
お

り
、
今
後
は
学
問
に
励
む
よ
う
に
達
せ

ら
れ
て
い
る
（
津
山
松
平
藩
『
国
元
日

記
』
明
和
二
年
三
月
二
十
八
日
）
。

康
哉
の
ね
ら
い
が
少
し
ず
つ
家
中
に

浸
透
し
て
い
っ
た
の
か
、
学
問
に
出
精

す
る
も
の
も
現
れ
、
褒
美
を
与
え
ら
れ

た
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
者
た
ち
の
素

読
や
会
読
の
世
話
が
、
大
村
庄
助
に
命

じ
ら
れ
て
い
る
亀
国
元
日
記
』
明
和

二
年
五
月
十
八
日
）
。

近
世
社
会
の
武
士
に
と
っ
て
へ
学
問

は
武
術
と
共
に
身
に
つ
け
る
べ
き
文
武

の
文
で
あ
り
、
学
問
そ
れ
の
み
が
重
要

な
素
養
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
学
問
は
、
あ
く
ま

で
も
武
術
と
表
裏
を
成
す
も
の
で
あ
っ

，
た
。
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
学
問

・
所
や
藩
校
の
設
立
に
し
て
も
、
学
問
だ

け
が
奨
励
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ

こ
に
は
常
に
文
武
と
し
て
の
ふ
た
つ
の

価
値
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た

意
味
に
お
い
て
は
、
津
山
藩
に
お
け
る

学
問
所
に
つ
い
て
は
、
武
術
の
稽
古
場

を
も
同
時
に
考
察
に
加
え
る
必
要
が
あ

る
。

そ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
て
、
学
問

所
の
設
置
が
記
録
と
し
て
確
認
さ
れ
る

の
は
、
松
平
藩
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
松
平
藩
に
お
け
る
学
問
所
の

設
置
に
関
し
て
は
、
学
問
所
の
必
要
性

に
気
付
き
、
そ
の
設
置
に
熱
意
を
注
い

だ
家
臣
た
ち
が
い
た
。

み
ま
さ
か

美
作
は
海
必
＆
学
校
の
無
い
国

文
武
の
文

ｌ
学
問
所
設
置
へ
の
熱
き
想
い
１尾

島
治

大
村
庄
助
の
登
用

明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
、
津
山
松

平
藩
五
代
藩
主
康
哉
が
学
問
所
を
設
置

し
た
の
が
、
津
山
松
平
藩
学
問
所
の
初

め
と
さ
れ
る
。

こ
の
学
問
所
設
置
の
直
前
、
財
政
再

建
を
目
指
し
た
宝
暦
の
藩
政
改
革
が
あ

っ
た
が
、
結
果
的
に
は
無
残
な
失
敗
に

終
わ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
再
改

革
に
意
欲
を
燃
や
す
若
き
新
藩
主
康
哉

と
彼
の
側
近
と
な
る
学
者
た
ち
が
出
会

っ
た
こ
と
が
、
新
し
い
改
革
の
始
ま
り

で
あ
っ
た
。
康
哉
の
政
策
を
支
え
た
学

問
的
支
柱
と
な
っ
た
大
村
庄
助
は
、
明

和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
江
戸
で
召
し

抱
え
ら
れ
た
。

翌
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
二
月

十
九
日
、
大
村
庄
助
は
、
津
山
に
向
け

江
戸
を
発
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
江
戸
藩

こ
こ
で
は
、
学
問
所
設
置
に
至
る
経

過
の
中
か
ら
、
そ
の
設
置
を
建
言
し
続

け
た
家
臣
た
ち
に
目
を
向
け
て
み
た

い
。

邸
で
は
、
大
村
庄
助
が
担
当
し
て
い
た

講
釈
の
後
任
が
決
ま
る
ま
で
、
宇
田
川

玄
叔
に
講
釈
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
後

任
が
決
ま
ら
な
い
ま
ま
、
取
り
急
ぎ
大

村
庄
助
が
津
山
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
が

伺
わ
れ
る
。

康
哉
が
大
村
庄
助
を
津
山
に
派
遣
し

学
問
所
の
設
置

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
か
、
あ

る
い
は
当
初
の
予
定
通
り
な
の
か
、
六

月
十
八
日
、
学
問
所
設
置
が
達
せ
ら
れ

た
。
山
下
の
下
御
殿
跡
に
学
問
所
を
設

置
す
る
こ
と
に
な
り
、
学
問
所
の
定
書

が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
条

に
は
、
「
学
問
所
建
置
候
上
は
常
々
無

僻
怠
致
修
行
可
申
事
」
と
あ
り
、
学
問

所
の
創
設
に
掛
け
る
康
哉
の
思
い
が
感

じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
明
和
二
年
（
一
七
六

五
）
の
「
学
問
所
定
書
」
は
、
至
極
簡

単
な
内
容
で
、
学
問
修
行
の
奨
励
な
ど

わ
ず
か
五
箇
条
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
、
一
般
的
な
心
構
え
が
見
ら
れ
る
だ

け
で
、
学
問
所
学
生
に
対
す
る
特
別
な

規
則
や
制
度
は
見
ら
れ
な
い
。
側
近
の

学
者
か
ら
の
進
言
に
よ
っ
て
取
り
急
ぎ

学
問
所
を
設
立
し
た
も
の
の
、
未
だ
学

校
と
し
て
の
具
体
的
な
内
容
が
伴
わ
な

い
様
子
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
施
設

と
し
て
い
う
な
ら
ば
、
ま
だ
、
学
問
所

と
武
芸
の
鍛
錬
は
別
物
で
あ
っ
た
。

稽
古
場
御
定
目

天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
二
月
朔
日
、

大
目
付
の
演
達
に
よ
り
、
天
野
郡
太
が

関
口
流
柔
術
師
範
、
岡
田
文
五
郎
が
楊

心
流
柔
術
師
範
に
任
じ
ら
れ
、
御
徒
以

下
の
も
の
た
ち
に
対
し
て
、
い
ず
れ
か

の
流
派
に
弟
子
入
り
し
て
の
修
行
を
勧
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め
て
い
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
こ
の

ふ
た
つ
の
流
派
に
限
定
す
る
と
い
う
の

で
は
な
く
、
竹
内
流
や
そ
の
他
の
流
派

の
修
行
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
の
師
範
の
登
用
に
つ
い
て

は
、
柔
術
が
特
別
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、

諸
芸
に
秀
で
た
者
を
師
範
と
す
る
政
策

の
第
一
歩
と
し
て
、
た
ま
た
ま
こ
の
二

人
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
背
景
に

は
、
藩
の
施
設
と
し
て
稽
古
を
す
る
場

を
設
置
す
る
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
今
後
の
方
向
を
示
す
た
め
に
、
次

に
続
く
条
文
で
は
、
儒
者
、
軍
学
者
、

弓
術
、
馬
術
、
柔
術
、
砲
術
な
ど
の
師

範
役
の
登
用
に
つ
い
て
は
、
時
宜
に
応

じ
て
追
々
に
吟
味
す
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
時
の
稽
古
場
御
定
目
で
は
、
津

山
藩
内
の
状
況
に
つ
い
て
「
流
俗
に
随

ひ
追
年
武
事
心
懸
薄
方
に
成
行
た
か
り

候
」
と
、
武
芸
の
修
行
を
怠
る
武
士

た
ち
の
現
状
分
析
か
ら
、
「
文
武
之
本

学
よ
り
諸
芸
に
至
る
迄
無
怠
慢
可
心
懸

候
」
と
し
て
、
文
武
へ
の
取
り
組
み
の

必
要
性
を
最
初
に
う
た
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
稽
古
場
御
定
目
の
中
に

は
、
稽
古
場
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
登

場
し
な
い
。
こ
れ
は
、
稽
古
場
御
定
目

と
い
う
よ
り
は
、
藩
内
に
対
し
て
、
武

芸
の
奨
励
の
た
め
に
出
さ
れ
た
触
書
で

あ
り
、
勝
負
で
の
心
懸
け
か
ら
始
ま
り
、

諸
流
派
内
部
で
の
世
話
代
の
設
定
の
規

定
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
流
派
の
運
営

や
師
弟
関
係
で
あ
る
と
か
、
藩
内
で
の

師
範
の
位
置
付
け
や
採
用
に
関
す
る
規

定
が
中
心
で
あ
る
。

そ
の
中
で
興
味
深
い
の
は
、
「
負
候

儀
は
其
身
未
熟
故
之
事
に
て
全
く
流
技

師
匠
之
不
預
事
に
候
」
と
述
べ
、
勝
負

で
負
け
る
の
は
未
熟
だ
か
ら
で
あ
っ
て

師
匠
や
流
派
と
は
関
係
な
い
ど
し
て
い

る
。
ま
た
、
師
匠
を
選
び
替
え
る
こ
と

は
か
ま
わ
な
い
が
、
い
つ
ま
で
も
流
派

が
定
ま
ら
な
い
よ
う
で
は
武
士
の
覚
悟

が
無
い
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
平
和
な

時
代
に
生
き
る
武
士
た
ち
の
、
命
が
け

の
武
芸
に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
が
そ

の
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。

稲
垣
武
十
郎
と
昌
谷
五
郎

そ
の
後
、
学
校
に
関
連
し
て
大
き
く

進
展
す
る
の
は
、
天
保
年
間
の
後
半
で

あ
る
。
藩
の
儒
者
で
あ
る
稲
垣
武
十
郎

は
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
の
秋
か

ら
藩
校
の
建
設
計
画
を
練
っ
て
お
り
、

翌
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
の
四
月
頃

に
は
大
目
付
に
提
出
し
た
ら
し
い
が
、

反
応
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

藩
主
斉
民
の
出
府
に
従
っ
て
江
戸
に
上

り
、
六
月
、
江
戸
で
建
校
調
御
用
を
命

じ
ら
れ
、
江
戸
に
い
た
同
じ
く
儒
者
の

昌
谷
五
郎
と
共
に
学
校
建
設
の
意
義
を

ま
と
め
て
、
七
月
五
日
、
藩
に
提
出
し

た
。
し
か
し
、
提
出
先
は
大
目
付
で
は

な
く
御
小
性
頭
松
島
郡
平
で
あ
り
、
組

織
を
通
し
て
の
上
申
書
で
は
な
く
藩
主

へ
の
直
接
の
建
言
だ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
藩
主
斉
民
の
反
応
は
鈍

く
、
学
校
建
設
の
指
令
が
下
る
こ
と
は

な
か
っ
た
（
「
建
学
奏
議
」
、
矢
吹
家
文

書
）
。こ

の
当
時
の
斉
民
に
と
っ
て
の
最
大

の
関
心
事
は
、
越
前
家
の
格
式
に
ふ
さ

わ
し
い
石
高
の
獲
得
で
あ
っ
た
ｐ
そ
し

て
、
藩
財
政
の
逼
迫
に
対
す
る
解
決
策

も
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
と
考
え
て
い

た
。

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
は
、
天
保

六
年
（
一
八
三
五
）
以
来
執
鋤
な
ま
で

に
行
わ
れ
て
い
た
、
二
十
五
万
石
へ
の

加
増
要
求
に
対
す
る
幕
府
の
提
案
と
し

て
、
小
豆
島
を
含
む
領
地
替
え
が
実
施

さ
れ
、
一
応
決
着
し
た
頃
で
あ
っ
た
が
、

要
求
の
実
現
に
失
敗
し
た
斉
民
に
と
っ

て
、
藩
政
改
革
に
全
力
を
注
い
で
い
る

様
子
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
中
で
、
稲
垣
武
十
郎
と
昌

谷
五
郎
は
、
藩
内
の
状
況
に
大
き
な
危

機
感
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
実
は
、

藩
主
斉
民
の
加
増
要
求
へ
の
の
め
り
込

み
方
に
も
批
判
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
学
校
建
設
の
建

言
書
の
書
き
出
し
で
、
津
山
藩
は
「
前
々

よ
り
御
家
柄
と
奉
称
公
儀
御
取
扱
格
別

之
儀
有
之
御
家
中
之
面
々
よ
り
農
商
に

至
迄
御
威
勢
之
盛
成
を
難
有
奉
存
他
を

見
下
し
候
様
に
相
成
候
」
と
し
て
、
先

祖
の
功
績
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
な

く
、
威
勢
の
み
に
頼
っ
て
人
心
が
緩
ん

で
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
「
建
学
奏

議
」
、
矢
吹
家
文
書
）
。

内
容
と
し
て
は
、
こ
こ
か
ら
先
、
本

当
に
大
切
な
の
は
人
材
で
あ
る
と
い
う

方
向
に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

彼
ら
が
な
ぜ
こ
の
話
を
文
頭
に
持
っ
て

き
た
の
か
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
裏
に

は
、
斉
民
の
執
鋤
な
加
増
要
求
の
動
き

が
、
藩
政
の
様
々
な
問
題
の
解
決
を
先

送
り
に
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
十
月
、
昌

谷
五
郎
も
建
言
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
に
提
出

し
た
学
校
建
設
の
建
言
害
に
触
れ
、
そ

の
当
時
以
来
、
勘
定
奉
行
や
郡
代
な
ど

へ
内
々
で
根
回
し
を
し
て
お
り
、
賛
同

者
も
増
え
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
今
が
絶
好
の
機
会
で
あ

り
、
こ
れ
を
逃
し
て
い
る
と
「
美
作
ハ

海
と
学
校
之
無
之
国
と
世
上
一
統
相
唱

可
申
国
家
之
恥
辱
」
と
記
し
て
、
海
と

学
校
の
無
い
国
と
言
わ
れ
、
国
家
の
恥

辱
に
な
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
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所
と
稽
古
場
が
正
式
に
藩
の
施
設
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
。

そ
こ
で
は
、
稽
古
場
へ
の
出
席
が
強

調
さ
れ
て
お
り
、
特
別
な
理
由
無
く
し

て
、
稽
古
場
を
欠
席
し
て
内
稽
古
に
行

く
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
武
芸
の
世
界
で
は
、
流
派
ご
と
の

独
立
性
が
強
く
、
藩
と
し
て
の
統
一
さ

れ
た
武
芸
の
発
展
に
は
問
題
が
多
か
っ

た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
学
問
と
武
芸
の

修
行
の
場
が
、
個
別
の
師
弟
関
係
で
は

な
く
、
藩
の
施
設
に
固
定
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

儒
者
昌
谷
精
渓
（
五
郎
）
と
稲
垣
武

十
郎
の
建
議
を
受
け
た
八
代
藩
主
斉
民

ち
な
み
に
、
こ
の
時
に
近
習
と
し
て

勤
め
て
い
た
の
が
山
本
恭
二
郎
で
、
提

出
さ
れ
た
建
言
書
を
目
に
し
て
お
り
、

後
の
本
格
的
な
学
校
建
設
に
関
わ
る
こ

と
に
な
る
山
本
が
、
大
き
な
影
響
を
受

け
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
新
た
な
進
展
の
な
い
ま
ま
、

天
保
十
一
年
（
一
八
四
○
）
の
春
と
な

り
、
稲
垣
は
ま
た
建
言
書
を
提
出
し
て

い
る
。
今
回
は
学
校
建
設
の
意
義
を
強

調
す
る
の
で
は
な
く
、
財
政
的
な
問
題

点
の
解
決
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。
稲

垣
は
、
も
と
も
と
、
「
天
よ
り
金
を
ふ

ら
し
地
よ
り
米
を
湧
出
候
」
こ
と
は
な

い
と
し
て
、
そ
ん
な
時
を
待
っ
て
い
た

な
ら
永
久
に
学
校
建
設
は
で
き
な
い
と

述
べ
て
い
た
が
、
今
回
は
、
銀
子
と
田

地
の
寄
付
申
し
出
が
あ
り
、
財
政
的
な

裏
付
け
が
で
き
た
特
別
な
機
会
で
あ
る

し
か
し
、
や
は
り
学
校
建
設
の
指

示
は
な
か
っ
た
が
、
天
保
十
二
年

（
一
八
四
一
）
、
翌
年
と
、
同
じ
よ
う
な

建
言
書
を
提
出
し
続
け
た
。
こ
う
し
て

い
る
間
に
、
彼
ら
の
意
見
に
同
調
す
る

者
も
増
え
て
い
っ
た
様
子
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
ま
だ
藩
主
や
上
層
部
の
決
定

に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

学
問
所
し
』
稽
古
場
の
御
取
立

天
保
頃
の
時
期
は
、
藩
政
改
革
を
進

と
す
る
。

め
る
中
で
、
藩
士
も
含
め
て
人
々
の
教

育
が
と
か
く
論
議
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ

た
。
社
会
全
体
が
藩
の
思
う
通
り
に
は

な
ら
ず
、
そ
の
行
き
先
が
分
か
ら
な
い

時
代
で
あ
り
、
藩
に
し
て
み
れ
ば
、
そ

の
原
因
は
人
心
の
荒
廃
に
あ
る
と
考
え

て
い
た
。

こ
う
し
て
、
社
会
の
行
き
詰
ま
り
を

教
育
に
よ
っ
て
変
え
よ
う
と
い
う
雰
囲

気
が
全
体
に
醸
し
出
さ
れ
て
き
た
結

果
、
学
校
建
設
用
地
の
問
題
を
初
め
と

し
て
、
今
後
の
方
向
な
ど
に
関
し
て
も
、

時
間
と
共
に
煮
詰
ま
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）

八
月
一
日
、
大
目
付
か
ら
家
中
に
触
書

が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
今
般
学

問
所
稽
古
場
御
取
立
」
と
あ
り
、
学
問

大
勢
力
の
狭
間
で
ゆ
れ
る
美
作
風

１
羽
柴
秀
吉
書
状
と
禁
制
状
Ｉ梶

村
明
慶

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

郷
土
博
物
館
に
も
数
は
少
な
い
で
す

が
当
時
の
古
文
書
が
展
示
し
て
あ
り
ま

す
。

今
回
は
そ
の
中
で
「
羽
柴
秀
吉
」
が

発
給
者
に
な
っ
て
い
る
二
点
の
古
文
書

を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

、
羽
柴
秀
吉
書
状

諸
説
あ
り
、
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
が

天
正
の
始
め
頃
（
現
在
の
展
示
の
解
説

前
回
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
戦
国
・

安
土
桃
山
時
代
を
通
し
て
美
作
国
を
本

拠
と
し
、
一
国
を
束
ね
る
よ
う
な
勢
力

は
育
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

当
時
の
残
さ
れ
た
古
文
書
な
ど
を
見

て
み
る
と
近
隣
の
大
勢
力
の
狭
間
で
生

き
残
り
を
か
け
て
懸
命
に
生
き
て
い
る

美
作
国
の
中
小
の
勢
力
の
姿
を
垣
間
見

は
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四
四
）
に
至

っ
て
よ
う
や
く
、
文
学
所
と
武
芸
稽
古

場
を
正
式
な
施
設
と
し
て
扱
う
こ
と
と

し
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
、
制
度

と
し
て
も
施
設
と
し
て
も
十
分
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
武
士
に
と
っ
て
学
問

も
、
武
術
も
同
様
に
、
個
人
的
に
師
に

つ
い
て
学
ぶ
も
の
で
あ
り
、
実
態
と
し

て
は
ま
だ
、
学
校
に
お
い
て
学
ぶ
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が

真
に
統
一
さ
れ
る
に
は
、
山
本
恭
二
郎

に
よ
る
文
武
稽
古
場
の
成
立
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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梅
１
割
Ⅵ
割
岨
圃
員
凹
囲
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睡
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』
ド

一

で
は
天
正
三
年
（
一
五
七
五
年
）
）
と

思
わ
れ
る
羽
柴
秀
吉
か
ら
西
子
十
兵
衛

尉
と
い
う
人
に
出
さ
れ
た
書
状
で
す
。

こ
の
書
状
の
内
容
は
大
ざ
っ
ぱ
に
言

う
と
「
織
田
方
へ
忠
誠
を
尽
く
す
な
ら
、

朱
印
状
（
領
地
の
安
堵
状
の
こ
と
か
）

を
出
す
準
備
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

草
苅
三
郎
左
衛
門
よ
り
申
し
ま
す
。
」

と
の
こ
と
で
織
田
方
へ
の
寝
返
り
を
求

め
る
書
状
で
す
。

こ
こ
に
出
て
く
る
草
苅
三
郎
左
衛
門

は
津
山
市
加
茂
町
山
下
・
知
和
に
あ
る

矢
筈
城
の
城
主
で
こ
の
当
時
は
毛
利
氏

に
従
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
宛
先
の

西
子
十
兵
衛
尉
は
草
苅
氏
に
属
し
て
い

た
中
西
三
郎
兵
衛
の
変
名
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
と
は

羽柴秀吉害状（牧山家文書）

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
ろ

草
苅
氏
に
近
い
武
将
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

こ
の
ま
ま
中
国
地
方
の
大
大
名
の
毛

利
氏
に
つ
く
か
、
京
都
を
含
め
た
近
畿

地
方
を
押
さ
え
一
大
勢
力
に
な
っ
た
織

田
氏
に
つ
く
か
、
生
き
残
り
を
か
け
て

の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
ま
す
。

書
状
の
「
委
細
草
苅
三
郎
左
衛
門
よ

り
可
被
申
候
」
の
文
面
か
ら
草
苅
三
郎

左
衛
門
の
方
は
す
で
に
織
田
氏
に
内
通

し
て
い
て
秀
吉
の
命
令
で
密
か
に
動
い

て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
草
苅
三
郎
左
衛
門
と

い
う
人
は
「
美
作
略
記
」
や
「
萩
藩
閥

閲
録
」
に
よ
る
と
、
こ
の
後
、
織
川
方

一
一
一
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霊
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●
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主
幹
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手
韮
〆
か
鯛
一
一

タロ

ロ

鴬

【
］
■
、
】

ぼ
す
判
断
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

、
羽
柴
秀
吉
禁
制
状

天
正
十
年
（
一
五
八
一
一
年
）
三
月
、

羽
柴
秀
吉
か
ら
高
野
村
（
現
在
の
津
山

市
高
野
地
区
）
の
国
人
牧
佐
介
に
出
さ

れ
た
禁
制
状
で
す
。

秀
吉
の
軍
勢
が
高
野
村
に
お
い
て
乱

妨
狼
籍
を
行
わ
な
い
こ
と
。
放
火
を
行

わ
な
い
こ
と
。
田
や
畑
を
勝
手
に
刈
り

取
ら
な
い
こ
と
。
住
民
に
不
当
な
要
求

を
し
な
い
こ
と
の
内
容
に
な
っ
て
い
ま

す
。

禁
制
状
と
は
本
来
は
大
名
な
ど
の
支

配
者
が
領
民
に
対
し
禁
止
事
項
を
通
達

す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
、
戦
国
時
代

な
ど
戦
争
が
多
く
な
る
時
代
に
な
っ
て

天
正
拾
年
三
月
日
筑
前
守
（
花
押
）

雌
未
申
通
候
令
啓
候

価
於
西
国
可
相
働
候
篠

其
節
御
忠
義
専
用
候

従
御
返
事
申
上

御
朱
印
相
調
可

進
之
候
委
細
草
苅

三
郎
左
衛
門
方
よ
り
可
被

申
候
恐
々
謹
言

羽
柴
筑
前
守

二
月
廿
八
日
秀
吉
（
花
押
）

西
子
十
兵
衛
尉
殿

御
宿
所

羽柴秀吉禁制状（牧家文書） に
内
通
し
て
い
た
こ
と
が
毛
利
氏
に
露

見
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
小
早

川
隆
景
に
よ
り
草
苅
三
郎
左
衛
門
の
切

腹
と
弟
の
家
督
相
続
を
要
求
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
要
求
を
の
む
形

で
草
苅
三
郎
左
衛
門
は
自
刃
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
後
も
草
苅
氏
は
毛
利
方
と
し
て

働
き
ま
す
が
、
天
正
十
年
（
一
五
八
二

年
）
、
秀
吉
と
毛
利
氏
と
の
講
和
に
よ

り
、
美
作
国
は
字
喜
多
氏
の
領
地
と
な

り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
も
抵
抗
を
し

ま
す
が
、
最
終
的
に
城
を
明
け
渡
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

歴
史
的
に
み
る
と
草
苅
三
郎
左
衛
門

に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
結
果
的
に
は
自
身
の
身
を
減

７ＨＡＫＵＢＵＴＳＵＫＡＮＤＡＹ○ＲｌＴＳＵＨＡＫＵ

作
州
内
高
野
村

禁
制
牧
佐
介

一
軍
勢
乱
妨
狼
籍
之
事

一
放
火
之
事

一
苅
取
田
畠
事
付
対
地
下
人

不
謂
族
申
懸
事

右
係
々
堅
令
停
止
詑
若

違
犯
之
輩
在
之
者
速
可
処

厳
科
者
也
価
下
知
如
件



、

く
る
と
、
軍
勢
が
通
過
す
る
際
や
、

戦
闘
が
行
わ
れ
る
際
、
軍
勢
か
ら
の

略
奪
を
防
ぎ
地
域
の
治
安
を
維
持
す

る
た
め
に
在
地
の
寺
社
や
国
人
な
ど

が
軍
勢
の
主
に
保
護
を
求
め
発
給
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
す
。

こ
の
禁
制
状
発
給
に
つ
い
て
の
い

き
さ
つ
は
、
黒
田
勘
兵
衛
か
ら
牧
佐

介
あ
て
の
書
状
を
見
て
み
る
と
そ
の

一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。ち

な
み
に
、
禁
制
状
と
こ
の
黒
田

勘
兵
衛
の
書
状
は
同
じ
軸
装
の
中
に

あ
り
ま
す
。
現
在
は
禁
制
状
の
部
分

を
展
示
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
文

書
は
下
の
丸
ま
っ
て
い
る
部
分
の
中

に
隠
れ
て
い
ま
す
。

内
容
は
、
「
度
々
被
仰
越
候
制
札

之
儀
調
申
候
、
然
者
来
二
日
筑
州
出

城
二
候
、
我
等
ハ
廿
六
日
二
陣
立
候

間
、
廿
七
日
二
片
上
ま
て
取
二
可
給

候
（
後
略
）
」
（
度
々
お
っ
し
ゃ
っ
て

い
た
制
札
（
禁
制
状
）
が
で
き
ま
し

た
。
筑
州
（
秀
吉
）
は
四
月
二
日
に

城
か
ら
出
陣
い
た
し
ま
す
が
、
我
々

は
三
月
二
十
六
日
に
出
発
い
た
し
ま

す
の
で
、
二
十
七
日
に
片
上
（
現
在

の
備
前
市
片
上
地
区
と
思
わ
れ
ま

す
）
に
取
り
に
来
て
下
さ
い
）
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
害
状
の
内
容
か
ら
、
牧
佐
介

の
方
か
ら
度
々
秀
吉
方
に
接
触
を
し

て
禁
制
状
を
発
給
し
て
も
ら
え
る
よ

う
に
働
き
か
け
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

禁
制
状
や
黒
田
勘
兵
衛
の
書
状
の

時
期
か
ら
す
る
と
、
秀
吉
の
出
兵
は

備
中
へ
侵
攻
し
、
備
中
高
松
城
を
水

攻
め
に
し
た
有
名
な
戦
い
の
時
の
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

秀
吉
が
備
中
に
対
し
大
規
模
な
攻

勢
を
仕
掛
け
る
こ
と
に
な
れ
ば
当
然

秀
吉
方
の
軍
勢
が
美
作
を
通
過
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
、
状
況
に
よ
っ
て

は
自
分
の
領
地
の
辺
り
が
戦
場
に
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

牧
佐
介
は
自
分
の
領
地
の
治
安
を

守
る
た
め
、
秀
吉
の
禁
制
状
を
手
に

入
れ
よ
う
と
苦
心
し
て
走
り
回
っ
て

い
る
様
子
が
想
像
で
き
ま
す
。

＠
お
わ
り
に

こ
の
時
代
、
美
作
国
で
は
中
小
の

国
人
・
豪
族
が
近
隣
の
大
勢
力
の
狭

間
で
生
き
残
り
を
懸
け
て
離
合
集
散

し
、
し
た
た
か
に
生
き
て
い
ま
し
た
。

自
分
の
領
地
を
荒
ら
さ
れ
な
い
よ

う
に
苦
心
を
し
た
り
、
周
囲
の
大
勢

力
を
天
秤
に
か
け
命
運
を
懸
け
た
り

と
こ
の
二
通
の
古
文
書
か
ら
も
当
時

の
様
子
の
一
端
が
見
え
て
く
る
と
思

い
ま
す
。

/－－平成２３年度津山郷土博物館行事予定

特別展示教育普及活動

画特別展「内田鶴雲（仮)」

会期１１月２日㈱～１１月10日附

会場アルネ津山４階文化展示ホール
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編集・発行：津山郷士博物館
〒708-0022岡山県津山市山下９２

畑(0868)22-4567剛(0868)23-9874
E-mail：tsu-haku＠tvtne.』ｐ

印刷：株式会社庚陽本社

、開館時間：午前９：００～午後５：００

．体館日：毎週月曜日・祝日の翌日

１２月27日～１月４日・その他

●入館料：一 般200円（160円）

高校・大学生150円（120円）

中学生以下無料

※（）は30人以上の団体

超古文書講座「美作の古文書を読む」

５/１９崩・６/16附・７/21㈱・９/15㈱

１０/20㈱．１１/17㈱・’/１９崩・２/１６㈱

３/15㈱全９回（８月と12月を除く）

ｚ夏休み子供歴史教室

「弥生土器をつくる」

７/22倒・８/18㈱全２回

「トンボ玉を作ろう」８/9㈹・８/10伽

「勾玉を作ろう」７/28㈱・７/29（金）

五文化財めぐり（友の会）

５/28仕)・９/17仕)・１１/１９(土)・３/17仕）罰津山郷土博物館だより「津博」の刊行

No.6８平成23年５月lＨ典博物館だより津博

麺特別展図録「内田鶴雲」の刊行

画｢津山松平藩町奉行日記（二十)」の刊行

且｢津山郷土博物館年報」（平成22年度)の刊行

禰｢津山郷土博物館研究紀要」の刊行

歯陣嗣障博物館入館案内陣陣陣い

広報活動

典は津山松平落の槍印で剣大といい､現在津山市の市章となっている。
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