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ﾄピックス

Ｉ繍
魂
篭

、

今
年
度
の
特
別
展
は
、
美
作
国
建
国
１

３
０
０
年
を
記
念
し
た
企
画
で
、
古
墳
時

代
後
期
の
美
作
地
域
を
特
徴
づ
け
る
遺
物

で
あ
る
陶
棺
を
多
数
展
示
し
ま
し
た
。
全

国
で
出
土
し
て
い
る
陶
棺
の
う
ち
、
美
作
地

域
か
ら
の
出
土
は
半
数
を
超
え
て
い
ま
す
。

本
展
で
は
、
美
作
地
域
か
ら
出
土
し
た

陶
棺
を
中
心
に
、
県
内
を
は
じ
め
鳥
取
市

か
ら
借
用
し
た
陶
棺
も
展
示
し
、
陶
棺
の

推
移
を
把
握
で
き
る
も
の
と
し
ま
し
た
。

大
き
な
陶
棺
が
展
示
室
を
埋
め
尽
く
し
て

い
る
光
景
は
、
な
か
な
か
見
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
入
館
者
の
皆
さ
ま
方
に
も
ご
満

足
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

陶
棺
の
う
ち
の
一
部
は
、
職
員
自
ら
運
搬

し
ま
し
た
。
教
育
委
員
会
文
化
課
全
体
に

協
力
を
求
め
、
男
性
職
員
多
数
で
作
業
に

当
た
り
ま
し
た
が
、
各
陶
棺
は
４
分
割
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
重
量
は
相
当
な
も

の
で
し
た
。

本
展
の
ほ
か
に
も
、
陶
棺
に
関
連
す
る

事
業
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
勝
北
陶
芸

の
里
で
は
、
水
原
古
墳
か
ら
出
土
し
た
陶

棺
の
実
寸
大
で
の
復
元
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
備
前
焼
作
家
の
花
岡
勉
さ
ん
を
は
じ

め
と
す
る
有
志
の
方
々
が
、
様
々
な
困
難
の

ｉ
塾

特
別
展

に

開～美作の陶棺～の

会期:１０月１９日～１２月１日
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■

末
に
Ⅲ
月
半
ば
に
完
成
さ
せ
、
如
月
〃
日

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
会
場
で
お
披
露
目
さ
れ
た

後
、
特
別
展
終
了
ま
で
当
館
１
階
に
展
示

し
ま
し
た
。

Ⅲ
月
師
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
陶
棺

の
謎
に
迫
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
勝
北
文
化

セ
ン
タ
ー
に
て
開
か
れ
ま
し
た
。
岡
山
大
学

大
学
院
准
教
授
の
光
本
順
さ
ん
、
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
絹
畠
歩
さ
ん

と
、
今
回
の
特
別
展
を
メ
イ
ン
で
担
当
し

た
津
山
弥
生
の
里
文
化
財
セ
ン
タ
ー
の
豊

島
雪
絵
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
講
演
し
た
後
、

岡
山
県
教
育
委
員
会
文
化
財
課
の
尾
上
元

規
さ
ん
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
た
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
陶
棺
普
及

の
理
由
や
被
葬
者
に
つ
い
て
意
見
が
交
わ

さ
れ
、
約
２
０
０
人
の
来
場
者
が
熱
心
に

聴
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

子
展
示
資
料
の
借
用
を
は
じ
め
、
本
展
な

硫
ら
ぴ
に
関
連
事
業
の
開
催
に
ご
協
力
い
た

ｊ窪
だ
い
た
関
係
機
関
・
個
人
の
皆
さ
ま
方
、

に礎
そ
し
て
本
展
を
ご
覧
い
た
だ
い
た
多
く
の

錐
入
館
者
の
皆
さ
ま
方
に
、
改
め
て
御
礼
申

ｒ弘
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

》
ンポ

た
。

、
〆

与
ン
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き
ま
し
た
。
現
地
で
ご
案
内
く
だ
さ
っ
た

方
々
、
そ
し
て
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
、
改

め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

当
館
で
は
、
友
の
会
会
員
を
は
じ
め

歴
史
に
関
心
の
あ
る
市
民
の
皆
さ
ん

が
、
興
味
を
持
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け

る
企
画
を
今
後
も
工
夫
し
て
ま
い
り
ま

す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

に
す
べ
て
の
旅
程
を
終
え
て
、
ほ
ぼ
予

④

ﾄピックス

て
名
高
い
西
国
街
道
の
郡
山
宿
本
陣
、

次
に
京
街
道
の
宿
場
や
淀
川
水
運
の
中

継
地
な
ど
水
陸
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄

え
た
枚
方
宿
の
船
待
ち
宿
を
整
備
し
た

鍵
屋
資
料
館
、
そ
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
大

名
高
山
右
近
ゆ
か
り
の
地
で
、
江
戸
時

代
に
は
譜
代
大
名
永
井
氏
の
居
城
で

あ
っ
た
高
槻
城
跡
と
高
槻
市
し
ろ
あ
と

歴
史
館
、
最
後
に
淀
川
流
域
最
大
の
前

方
後
円
墳
で
、
継
体
天
皇
の
真
の
陵
墓

と
考
え
ら
れ
る
今
城
塚
古
墳
と
今
城
塚

定
ど
お
り
の
時
間
帯
に
津
山
へ
帰
り
着
．

当
館
の
オ
ー
プ
ン
か
ら
満
路
年
が
経

過
し
、
昭
和
佃
年
ｕ
月
に
初
め
て
実
施

し
た
文
化
財
め
ぐ
り
も
、
つ
い
に
１
０
０

回
目
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
記
念
す
べ
き
節
目
と
し
て
、
「
淀
川

沿
い
の
街
道
筋
の
史
跡
探
訪
」
と
題
し

て
日
帰
り
の
研
修
バ
ス
旅
行
を
企
画

し
、
秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
た
ｕ
月
２
日
に
、

大
阪
府
茨
木
市
・
枚
方
市
・
高
槻
市
方

面
の
史
跡
を
め
ぐ
り
ま
し
た
。

見
学
地
は
、
ま
ず
「
椿
の
本
陣
」
と
し

ＯｐＩＣＳ

古
代
歴
史
館
、
以
上
の
４
か
所
で
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
見
学
先
で
は
、
現
地
の

方
に
ご
案
内
．
ご
説
明
を
お
願
い
し
ま

し
た
。
参
加
者
の
皆
さ
ん
も
熱
心
に
耳

を
傾
け
ら
れ
、
歴
史
散
策
を
充
分
に
満

喫
し
て
い
た
だ
け
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
昼
食
は
鍵
屋
資
料
館
で
取
り
ま

し
た
が
、
趣
の
あ
る
大
広
間
で
の
食
事

も
、
皆
さ
ん
に
好
評
で
し
た
。

途
中
、
思
わ
ぬ
渋
滞
な
ど
で
多
少
の

時
間
の
遅
れ
は
あ
り
ま
し
た
が
、
無
事
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皿
月
７
日
、
県
立
記
録
資
料
館
主
催
の
講
演
会
に
、
当
館
の
研
修
室
を
会

場
と
し
て
提
供
し
ま
し
た
。

こ
の
講
演
会
は
、
同
資
料
館
が
Ⅲ
月
助
日
～
ｎ
月
別
日
に
開
催
し
た
企
画

展
「
岡
山
の
南
北
水
運
」
の
関
連
事
業
で
、
同
資
料
館
の
武
本
淳
さ
ん
が
「
岡

山
の
南
北
水
運
～
吉
井
川
を
中
心
に
～
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
企
画
展
に
は
、
高
瀬
舟
に
関
す
る
津
山
藩
の
徒
や
舟
株
改
め
の
記
録
な
ど
、

当
館
の
所
蔵
資
料
も
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

講
演
会
に
は
約
別
人
が
来
場
し
、
興
味
深
そ
う
に
聴
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

､1『ＯＰＩＣＳ

⑤

ａ

講演会の様子

Ｚ

■

ケ
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輔
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唇
元
旦
の
儀
式
〕

藩
主
と
の
御
目
見
え
に
は
、
家
臣
の
家

の
格
式
に
よ
り
、
藩
主
と
一
対
一
で
御
目

見
え
を
す
る
「
独
礼
」
と
、
決
め
ら
れ
た
格

式
の
家
臣
が
群
居
し
て
集
団
で
藩
主
と

副ｅｓｅａ ｒｃｈｗｏｒｋ１

研究ノート

ら
御
使
番
格
ま
で
の
家
臣
が
藩
主
と
独

礼
を
行
い
ま
す
。

国
元
日
記
に
は
「
ニ
ノ
間
下
方
二
畳
目

二
而
独
礼
三
畳
目
二
而
御
盃
頂
戴
之
返
盃
有

之
永
見
小
刑
部
安
藤
要
人
（
以
下

略
）
」
、
ま
た
「
紫
陽
花
之
間
御
縁
側
壱
畳

目
二
而
独
礼
御
流
被
下
之
御
奏
者
番
方

有
役
御
小
性
頭
格
迄
・
同
所
二
畳
目
二
価

１

右
同
断
大
目
付
方
同
小
従
人
頭
格
迄

（
以
下
略
）
」
な
ど
と
、
具
体
的
に
座
る
位

置
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
独
礼
の
場
合
は

そ
の
家
臣
の
家
の
格
式
に
よ
り
「
○
○
か

ら
何
畳
目
の
畳
」
と
い
う
形
で
、
座
る
場

所
が
厳
密
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
⑥

明
治
の
初
め
に
旧
津
山
藩
士
が
藩
政

時
代
に
つ
い
て
記
し
た
「
懐
旧
随
筆
」
と

い
う
曹
物
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
書
物
に

は
、
独
礼
の
際
、
自
分
の
家
の
格
式
の
畳

以
外
に
間
違
っ
て
座
っ
た
場
合
、
間
違
え

さ
し
ひ
か
え

‐
た
本
人
は
「
差
抑
」
（
謹
慎
）
の
お
伺
い
を

立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
記
さ

れ
て
お
り
、
藩
主
の
前
で
儀
式
の
作
法
を

間
違
え
る
と
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
科
せ
ら

れ
ま
し
た
９

独
礼
が
終
わ
る
と
、
今
度
は
集
団
で
の

御
目
見
え
が
行
わ
れ
ま
す
。
藩
主
は
鳳
鳳

之
間
か
ら
紫
陽
花
之
間
へ
移
動
し
ま
す
。

そ
し
て
、
紫
陽
花
之
間
の
南
に
あ
る
松
之

【
は
じ
め
に
〕

江
戸
時
代
、
津
山
城
の
本
丸
御
殿
で

は
、
一
年
を
通
し
て
年
中
行
事
な
ど
の
儀

式
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
当
時
の

儀
式
は
、
明
治
維
新
後
の
津
山
藩
消
滅
に

よ
り
、
現
在
で
は
実
際
の
様
子
を
見
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
時
の
記

録
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
儀
式
の
様
子
を

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
回
は
、
１
月
号
と
い
う
こ
と
で
、
松

平
家
の
時
代
の
正
月
元
旦
か
ら
三
が
日

の
藩
主
と
家
臣
・
領
民
と
の
御
目
見
え

の
様
子
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
当
時
、
参
勤

交
代
に
よ
り
、
藩
主
が
江
戸
に
い
る
正
月

．
§
、

と
津
山
に
い
る
正
月
と
が
あ
り
ま
す
力

藩
主
が
津
山
に
い
た
弘
化
２
年
（
１
８
４

５
》
８
代
藩
主
斉
民
）
の
国
元
日
記
の
記

録
を
基
に
、
御
目
見
え
の
様
子
を
確
認
し

ま
す
。

Ｉ

■津山藩士の格式･役職表（『津山市史』第4巻より転載）

い
つ
つ
ど
き

者
は
「
五
ッ
時
」

御
目
見
え
を
行
う
方
法
、
そ
し
て
藩
主
が

歩
き
な
が
ら
御
目
見
え
を
す
る
「
縦
蹴
聯

お
め
み
え

御
目
見
」
の
一
二
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
格
式
で
御
目
見
え
を
す
る
場
所
も

違
っ
て
い
ま
し
た
。お

か
ち

子

梶
村
明
慶

ま
ず
元
旦
は
、
御
徒
格
以
上
で
有
役
の

い
つ
つ
ど
き

者
は
「
五
ッ
時
」
（
午
前
８
時
頃
）
に
登
城

し
ま
す
。
そ
し
て
最
初
に
、
藩
主
は
本
丸

御
殿
の
御
座
之
間
に
座
り
、
二
之
間
に
お

い
て
家
老
、
御
年
寄
が
藩
主
と
独
礼
を
し

ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
藩
主
は
鳳
鳳

之
間
に
移
動
し
ま
す
。
そ
し
て
、
向
か
い

の
紫
陽
花
之
間
に
お
い
て
、
御
奏
者
番
か

iｆ式 人数 役 職 桁 式 人数 役職

離
叫
七
一

年

悔

Ⅲ
分

Ｉ

舟
外

紐

付

年寄

川人

灘

火僻

小性

火Ｉｌ

ＩＩ’奥

小従人

歩行．

物弧

脇合

使稀

研外頭分

稀外

小 性 組

中奥報

火稀組

祈
蛾
頭
付
馴
噸

叩
ｄ
《
Ｕ
ク
】
０
ｊ
《
あ
ワ
】
３

1９

2９

1５

２０

3３

7９

】1０

添城代

仰旅綱ｆ・制・郷i・町

飛行・嚇棚【・岬･弧Ｉ

仰先下・腿柄獅了

抑灘ｲf行・助走級行・

大坂緋]播・離祉取次

御船麻行・切幻1.紙行

火識皿i・中奥荊噸・

小従人組馴

那代・ＩｌＭｆ行・巡Ｍｆ

行・鉄砲改,ｉＵＭｆ行・

作’１１奉行･御金払"･

御金恭行・小納戸・火

lMj藷

小納ﾉｆ・僻鼎・〃稀

平小性(26人）

中奥II付・怖推・即巌

IlfI・暖師・伽匙

中奥紐３組(49人）

｛（

↑Ｉ
３Ｗ
Ｉ」

｣山

火耕組５組(84人）

:宙・町代宙・論j:収

誰・小肋荷・台所兇

・職、付．抑飛賜.

腿・蝿別当

叢と

''１と

城代

＃
以
上
iｒ
Ｗｆ

大役人

小役人

歩行

坊１§

刑

足

桶

中

川

小 従 人

師乎廻り

(江jり

脚１FＩ〃

足雑･''''111

剛

３８

4０

127

3６

3３

628

1９９

139

338

大坂巌恭行・伽茶道・

小仙折・嵯倣紙行・刺

j'11人・次祐AiI・台所Ⅱ

付

小従人組２組(25人）

小勘稀・次祐椛・洲‘j‘

料理人・卯肺ｋ・火.I：

抑梁・ノ<納』.『・痢嚇戸

坊．i鋤・総帥・火と瀞

･'一分－．役・淵ｶﾉJ・M1j

定方・冊乎方

抑戯波方・大坂戯役・

鉄砲弧・台師・金典師

欠師・細I菖方・紙晩・

帆付・lill卜伽硝麗帯．

抑座方・'''1111頭・小桁

船改・餅が行・抑叫爪

碇役・即金締・朋方・

Iii方・細微・坦恥1亀物

〃・溌物〃・禰方・冊

除恭行・椀方・地物方

作りI方・作,川Ｉ付・台

所I1付・座欺稀・肋定

方

歩行Ⅱ竹・;１２歩行

抑伽坊

小納｢則

足機．､勝の汁・杖突III

llIl・御殿方中IHI(秤i]）

太蝿T中川

if収取・災〃折・ノ<迫

鋤・傘排・II1IIll小頭

'''III部附砿・'1ﾘ111

･家と坊l;．

i§・総坊.I§
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【
正
月
２
日
と
３
日
〕

元
旦
の
御
目
見
え
は
、
役
職
に
つ
い
て

い
る
「
有
役
」
の
家
臣
が
主
な
対
象
で
し

た
が
、
２
日
に
は
役
を
も
ら
っ
て
い
な
い

「
無
役
」
の
家
臣
が
主
な
御
目
見
え
の
対

象
に
な
っ
て
き
ま
す
。
御
目
見
え
の
方
法

は
元
旦
と
同
じ
よ
う
な
要
領
と
手
順
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
格
式
に
よ
り
藩
主
と

御
目
見
え
を
行
い
ま
し
た
。

＃

そ
し
て
、
３
日
の
御
目
見
え
の
対
象
は

「
隠
居
と
巧
歳
以
下
の
者
」
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
も
、
元
旦
・
２
日
と
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
な
要
領
で
「
大
役
人
」
ま
で
が

藩
主
と
の
御
目
見
え
を
行
い
ま
し
た
。
ま

た
、
３
日
に
は
家
臣
以
外
に
も
、
城
下
町

か
ら
は
大
年
寄
や
札
元
な
ど
の
町
役
人

ば
ん
は
ず
れ
こ
じ
喉
う
に
ん
ぐ
み

間
に
、
番
外
か
ら
小
従
人
組
ま
で
が
集
ま

り
御
目
見
え
を
行
い
ま
す
。
そ
の
次
は
、

次
右
筆
か
ら
大
役
人
ま
で
が
松
之
間
と

芥
子
之
間
の
間
に
あ
る
縁
座
敷
に
て
藩

主
と
の
御
目
見
え
を
行
い
ま
す
。
‐

そ
れ
が
済
む
と
、
藩
主
は
御
座
所
の
御

座
之
間
に
帰
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
帰
る

道
す
が
ら
、
腿
蝋
小
役
人
か
ら
御
徒
目
付

ま
で
が
芥
子
之
間
で
、
御
徒
格
が
鳳
鳳
之

間
の
後
ろ
の
廊
下
で
、
「
御
通
懸
御
目
見
」

を
受
け
ま
し
た
。

回諸々御礼式之図(部分）

嘉永2年(1849)作成｡年中行事の手順を記した図｡この
頁は御座之間での御目見えの手順を記したもの｡それぞれ
の座る畳の場所まで記されている。

や
町
医
師
、
村
か
ら
は
大
庄
屋
な
ど
の

い
り
が
わ

入
々
が
、
芥
子
之
間
の
御
入
側
か
ら
本
丸

御
殿
通
用
口
の
「
中
之
口
」
、
鳳
鳳
之
間
の

後
ろ
廊
下
に
か
け
て
集
ま
り
、
藩
主
の

「
御
通
懸
御
目
見
」
を
受
け
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
年
の
記
録
で
は
、
２
日
．

３
日
の
御
座
之
間
の
御
目
見
え
は
、
該
当

者
が
「
一
同
不
参
」
で
名
前
だ
け
の
披
露

で
終
わ
り
、
３
日
の
鳳
鳳
の
間
で
の
御
目

見
え
に
つ
い
て
も
、
「
十
五
歳
以
下
之
御

目
見
済
候
者
当
時
無
之
」
と
該
当
者
が
い

な
か
っ
た
の
で
、
行
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う

で
す
。

Ｌ一

‐認i－－詞ｉ、｜

錐ﾆﾕﾆﾋー
．１．

偽』｜
豊幾一

吟葺．．；
匁庇

菖紫
‘ざ

一
一
ｋ

種
に
Ｆ
』

た
》

唾
▽
・

心
鐸
崖
、
△
尖

4写伊｡■

!』#
泰
叡
。
．
二
“
砿
可
群

』

ｌ
ｊ
’
Ｉ

【
お
わ
り
に
】

今
回
は
、
国
元
日
記
の
弘
化
２
年
の

記
述
を
基
に
、
正
月
の
儀
式
の
様
子
を

ご
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
年
は
、
藩
主

が
津
山
に
い
る
年
で
し
た
が
、
藩
主
が

い
な
い
年
も
正
月
の
儀
式
は
行
わ
れ
ま

す
。
こ
の
場
合
で
は
、
家
老
、
御
奏
者

番
な
ど
が
正
月
の
祝
い
の
挨
拶
を
受
け

て
、
江
戸
の
藩
主
に
伝
え
る
と
い
う
形

を
と
り
ま
す
が
、
こ
の
際
に
お
い
て
も
、

家
臣
の
家
の
格
式
に
よ
り
、
挨
拶
を
す

る
場
所
や
方
法
が
決
め
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

当
時
は
「
士
農
工
商
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
身
分
制
の
社
会
で
し
た
が
、
同

じ
武
士
で
あ
る
津
山
藩
の
家
臣
た
ち
の

舎

蛍
ｉ

問

之間

〆
殺
ｊ
曾
到
謡

苓
幻
、
合
叩
可

、

御

『,

中
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
格
式
に
よ

り
待
遇
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
、
儀
式
を
通
じ
て
か
い
ま
見

え
ま
す
。

餌

､

Ｐ

■津山城之図(部分）

文化6年(1809)に火災で焼失した
本丸御殿の文化7年再建後の図面

⑰ /
白身



ＩＮ Ｆ Ｏ Ｒ Ｍ Ａ Ｔ ｉ Ｏ Ｎ

お知らせ津博２０１４．１．Ｎ０．７９

県
指
定
文
化
財
で
あ
る
た
め
、
年
間
の

公
開
期
間
が
２
か
月
以
内
に
制
限
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
恥
年
度
中
は
他
館
へ
の
貸
出
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
公
開
期
間
の
す
べ
て
を

当
館
で
利
用
で
き
る
予
定
で
す
。

近
の
寄
贈
資
料
の
中
か
ら
新
た
に
以
下
の

資
料
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
常
設

展
示
の
展
示
替
え
や
ミ
ニ
企
画
展
の
開
催

な
ど
を
随
時
行
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
期

待
く
だ
さ
い
。

鎧は漂山松平蒜の槍印で剣大といい､現在津山市の市章と怠っています。

新
規
の
展
示
資
料
の
ご
紹
介

く
ろ
ぬ
り
あ
し
が
る
ぐ
そ
く

特
別
展
終
了
後
の
展
示
替
え
以
降
、
最
○
黒
塗
足
軽
目
一
〈
足

、

召

■拶旦偶『

溌
垂

＝

卓琶唱

･鐸兆・＄｡､町Pq盈争＝竃Ｆ
Ｄハ‘ｒ

産

■理

一琴皇達

Ｉ

ＬＮ
ａ

：

③

平
成
恥
年
度
の

江
戸
一
目
図
解
風
の
公
開
に
つ
い
て

‘
し
ろ
つ
生
ご

津
山
城
の
城
附
武
具
の
一
つ
と
一
一
一
一
口
い
伝
え

ら
れ
る
も
の
で
、
紐
の
切
れ
た
箇
所
も
見
ら

れ
ま
す
が
、
ま
ず
ま
ず
旧
態
を
と
ど
め
て
い

ま
す
。
城
附
武
具
と
は
、
文
字
ど
お
り
城
に

付
属
す
る
武
具
の
こ
と
で
、
城
主
が
交
代

東
京
ス
カ
イ
ッ
リ
ー
に
複
製
が
設
置
さ

れ
て
以
来
、
注
目
度
が
高
ま
っ
て
い
る
当
館

の
江
戸
一
目
図
扉
風
で
す
が
、
新
年
度
４

月
以
降
の
実
物
公
開
は
右
記
の
と
お
り
で

す
。

春
季
串
４
月
５
日
（
土
）
～
５
月
６
日
（
火
）

秋
季
叩
特
別
展
開
催
後
、
洲
月
～
岨
月
頃
の
１
か
月
間

『可

同や、1

）

γ
怪 』ノ

し
て
も
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
城
に
残
さ
れ

る
も
の
を
指
し
ま
す
。
享
保
２
年
（
１
７
１

７
）
の
書
類
に
よ
る
と
、
津
山
城
の
城
附
武

具
と
し
て
は
、
黒
塗
足
軽
具
足
が
３
０
０
領

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

〒７０８－００２２岡山県津山市山下g2

Tel(0868)22-4567Fax(0868)23-gB74

E-mail:tsu-haku＠tvt,nejp
可

入館のご案内
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‐
・
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ｒ
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[印刷］株式会社 美成

鋪:湾

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

ｒ
ｋ

､

午前９:OO～午後５:ＯＯ

毎週月曜日・祝日の翌日

年末年始(１２月２７日～１月４日）・その他
般２００円

（80人以上の団体の場合160円）

高校･大学生１５０円

（３０人以上の団体の場合120円）

／

土繍測旨
津山郷土博物館

[開館時間］

[休館日］

[入館料Ｉ[編集・発行］


