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だ世江ひすを ま ６ の 予 な 年
さ界戸ご。展で日で定ど度
いを一来こ示 の か 、 が に は
。お目館のす期ら次あ貸他
楽図に機る間 １ １ 回 り 出 の
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、

７
月
旧
国
３
９
月
訓
ヨ

７
月
四
日
か
ら
８
月
釦
日
ま
で
紅
葉
山
束
照
宮
の
御
簾
を
展
示
し
ま
す
。

紅
葉
山
東
照
宮
と
は
、
元
和
４
年
（
１
６
１
８
）
に
江
戸
城
内
の
紅
葉

山
北
西
に
建
立
さ
れ
た
束
照
宮
で
す
。
そ
の
周
辺
に
は
歴
代
将
軍
の
霊
廟

も
建
立
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
命
日
に
将
軍
が
参
詣
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
束
照
宮
の
神
前
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
の
御
簾
は
、
全
体
と
し
て

ど
ん
す

非
常
に
豪
華
な
作
り
で
す
。
細
い
竹
ひ
ご
を
編
み
、
周
囲
は
継
子
（
地
が

み
つ
ば

厚
く
文
様
を
あ
し
ら
っ
た
光
沢
の
あ
る
絹
織
物
）
で
ふ
ち
ど
ら
れ
、
一
二
葉

心
お
い葵

紋
の
金
具
や
織
模
様
が
多
数
あ
り
、
最
上
部
に
は
、
巾
央
の
日
輪
を
は

り
ゅ
う
き
り
ん
て
ん
ば
し
し

さ
ん
で
左
右
に
龍
・
噸
麟
・
天
馬
・
獅
子
の
飾
り
金
具
が
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
。徳

川
家
康
を
祁
る
社
殿
を
飾
っ
て
い
た
華
や
か
な
御
簾
を
、
ぜ
ひ
ご
覧

く
だ
さ
い
。

紅
葉
山
東
照
宮
の
御
簾
の
公
開

J１

も
み
じ
や
ま
と
う
し
よ
う
ぐ
う
み
す
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恩

計「
６
月
別
日
か
ら
「
江
戸
日
記
」
３
７
５
冊
と

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
ま
す
。

岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
の
津
山
藩
松
平
声

が
津
山
を
拝
領
す
る
以
前
の
天
和
元
年
（
１
６

分
ま
で
残
っ
て
い
ま
す
。
お
も
に
江
戸
藩
邸
で

や
藩
士
の
公
的
・
私
的
な
事
項
、
幕
府
・
他
誌

か
る
貴
重
な
史
料
で
す
。
あ
わ
せ
て
公
開
す
る

絵
図
面
で
、
江
戸
日
記
の
内
容
を
理
解
す
る
上

、

絵
図
面
で
、
江
戸
日
記
の
内
容
を
理
碗

図
書
館
振
興
財
団
の
助
成
を
受
け
、

昨
年
度
に
こ
れ
ら
の
史
料
を
デ
ジ
タ

ル
撮
影
し
ま
し
た
。
日
記
の
紙
の
質

感
ま
で
感
じ
と
れ
る
最
先
端
の
高
精

細
画
像
で
す
。
以
前
か
ら
「
江
戸
日

記
」
閲
覧
の
た
め
に
全
国
各
地
の
研

究
者
が
来
て
い
ま
し
た
が
、
ネ
ッ
ト

上
で
の
画
像
公
開
に
よ
っ
て
、
世
界

中
ど
こ
か
ら
で
も
「
江
戸
日
記
」
の

閲
覧
が
可
能
に
な
り
、
さ
ら
な
る
研

究
の
進
展
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

当
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
公
開

サ
イ
ト
へ
案
内
す
る
バ
ナ
ー
を
設
け

て
い
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
か
ら
ご
覧

く
だ
さ
い
。

「
江
戸
日
記
』
の
画
像
を
ネ
ッ
ト
で
公
開

型
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‐
家
文
書
に
含
ま
れ
る
「
江
戸
日
記
」
は
、
松
平
家

６
８
１
）
か
ら
は
じ
ま
り
、
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）

で
の
出
来
事
を
記
し
た
日
記
で
、
藩
主
と
そ
の
家
族

』
藩
と
の
交
際
状
況
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
わ

る
「
江
戸
屋
敷
絵
図
」
は
、
津
山
藩
の
江
戸
藩
邸
の

上
で
も
重
要
で
す
。
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「
江
戸
屋
敷
絵
図
」
等
過
点
の
画
像
を
、
イ
ン
タ
ー

を
今
不
ツ
ト
で

江戸日記の公開画像

部分拡大も思いのままで、

物の閲覧以上に細部を確認できます。
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こ
の
絵
図
は
、
津
山
城
本
丸
御
殿
の

絵
図
で
す
。
『
津
山
城
資
料
編
』
で
全

体
が
、
『
津
山
城
百
聞
録
』
『
津
山
学
こ

と
は
じ
め
』
で
は
部
分
的
に
紹
介
さ
れ
、

津
山
城
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
に

用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
文
化
５
年
（
１

８
０
８
）
８
月
と
い
う
作
成
年
代
が
記

入
さ
れ
、
細
部
ま
で
丁
寧
に
仕
上
げ
ら

れ
て
お
り
、
文
化
６
年
の
本
丸
火
災
以

前
の
様
子
を
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。
備

中
櫓
の
構
造
も
、
こ
の
絵
図
に
よ
っ
て

明
ら
か
と
な
っ
た
点
が
多
々
あ
り
ま
す
。

さ
く
じ
し
よ

「
御
作
事
所
」
と
記
入
が
あ
る
』
」
と
も
、

》
｝こ

の
絵
図
の
信
懸
性
を
高
め
て
い
ま
す
。

作
事
所
と
は
、
そ
の
言
葉
ど
お
り
、

城
を
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
の
修
繕

な
ど
に
従
事
す
る
部
署
で
す
。
慶
応
３

年
（
１
８
６
７
）
の
「
御
作
事
支
配
之

、
、
ぷ
ん
げ
ん
ち
ょ
う

者
分
限
帳
」
に
は
、
作
事
所
で
仕
事
を

し
て
い
た
棟
梁
、
左
官
、
門
番
な
ど
の

名
前
と
と
も
に
各
人
の
履
歴
が
記
入
さ

れ
て
お
り
、
作
難
所
内
部
の
様
子
が
わ

か
り
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
最
近
ご
寄
贈
い

た
だ
い
た
池
上
知
行
家
資
料
の
一
部
で

す
。

作
事
所
作
成
の
津
山
城
御
殿
絵
図
ほ
か
／
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正
徳
６
年
（
１
７
１
６
）
３
月
に
は
、

城
下
町
で
５
４
５
人
に
対
し
て
一
日
一

合
を
知
日
間
支
給
し
て
い
る
。

ま
た
、
享
保
廻
年
（
１
７
３
３
）
３
月

に
は
飢
民
に
塩
と
麦
を
給
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
窮
民
救
済
に
際
し
て
は
、
藩

や
有
力
町
人
な
ど
が
食
料
の
配
給
を

行
っ
て
い
る
が
、
ま
だ
、
恒
常
的
な
備

蓄
施
設
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。

津
山
で
は
、
宝
暦
９
年
（
１
７
５
９
）

６
月
、
在
方
に
お
け
る
郷
倉
の
設
置
が
、

施
設
と
し
て
の
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
も
町
方
難
渋
に
際
し
て
の
お

救
い
米
が
支
給
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

し
た
中
で
、
寛
政
２
年
（
１
７
９
０
）
に
は
、

町
方
で
の
囲
米
が
実
施
さ
れ
、
町
人
坐
人

が
囲
米
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

こ
の
時
に
は
、
特
定
の
施
設
で
は
な
く
、

各
自
の
家
で
の
保
管
が
原
則
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
天
保
の
飢
鯉
を
経
て
、
弘

化
２
年
（
１
８
４
５
）
に
は
義
倉
設
置

の
機
運
が
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
津
山
城
下
町
に
お
い
て
、

義
倉
が
設
置
さ
れ
た
状
況
と
そ
の
経
過

に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、

こ
の
義
倉
の
建
物
が
現
存
し
て
い
る
可

津博２０１４．７No.8１研究ノート

義
倉
の
設
置

は
じ
め
に

明
治
の
津
山
を
代
表
す
る
郷
土
史
家

矢
吹
正
則
の
『
美
作
略
史
』
巻
之
四
に
、

弘
化
３
年
（
１
８
４
６
）
６
月
、
津
山

の
城
下
町
に
義
倉
が
設
置
さ
れ
た
と
い

う
記
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
義
倉
の

設
置
場
所
は
京
町
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
の
備
蓄
施
設
と
し
て
の
義

倉
は
、
全
国
各
地
で
設
置
さ
れ
て
い
た
。

津
山
城
下
町
で
は
、
『
美
作
略
史
』
に

あ
る
よ
う
に
、
幕
末
に
い
た
っ
て
、
城

下
町
の
中
心
地
で
あ
る
津
山
城
の
京
橋

門
出
口
近
く
に
置
か
れ
た
。

こ
の
義
倉
は
、
備
荒
用
の
貯
穀
蔵
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
窮
民
救
済
を
目

的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た

意
味
で
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
様
々

な
施
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

全
て
を
現
在
の
福
祉
と
同
様
に
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
予
防
・
救
済
を

目
的
と
す
る
、
社
倉
や
郷
蔵
、
義
倉
を

用
い
た
貯
穀
や
囲
米
な
ど
が
、
不
可
欠

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

直
接
的
な
救
済
で
あ
る
お
救
い
米
の

実
施
に
つ
い
て
は
、
津
山
藩
松
平
家
の

美
作
入
封
直
後
か
ら
見
ら
れ
、
例
え
ば

津
山
城
下
町
の
義
倉

能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

ム
ロ

、
、
イ

津
山
松
平
藩
で
は
、
城
下
町
に
お
け

る
備
荒
用
の
囲
穀
は
実
施
し
て
い
た
も

の
の
、
当
初
は
、
義
倉
で
の
備
蓄
米
の

保
管
で
は
な
く
、
名
目
上
の
確
保
で
あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、
津
山
松
平
落
後
期
に
行

わ
れ
て
い
た
城
下
町
の
囲
穀
の
取
り
扱

い
は
、
現
物
で
は
な
く
切
手
に
よ
る
確

保
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
毎
年
、
市
中

囲
穀
を
目
的
と
し
た
切
手
を
作
成
し
て
、

役
筋
の
小
頭
と
大
年
寄
配
下
の
惣
締
が

立
会
の
上
で
箱
に
収
め
、
御
金
蔵
に
預

け
入
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
い
つ
で
も
米
と
交
換
の
出
来

る
切
手
と
し
て
保
管
し
て
置
き
、
必
要

な
場
合
に
は
現
物
の
米
を
支
出
す
る
の

で
あ
る
。

こ
の
米
切
手
の
拠
出
者
は
有
力
な
町

人
で
あ
り
、
彼
ら
は
開
穀
献
納
に
よ
っ

て
褒
美
を
下
さ
れ
た
り
、
屋
号
と
名
前

を
一
行
に
書
き
記
す
こ
と
の
で
き
る
、

屋
号
書
下
と
い
う
名
誉
を
手
に
す
る
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
保
管
さ
れ
て
い
た
米
切
手
は
、

毎
年
７
月
末
で
切
手
の
書
替
を
実
施
し
、

８
月
か
９
月
頃
に
酒
造
稼
ぎ
の
者
に
貸

し
付
け
る
の
で
あ
る
。
酒
造
稼
ぎ
の
者

か
ら
は
、
新
米
の
切
手
が
返
済
に
充
て

ら
れ
、
再
び
御
金
蔵
に
保
管
さ
れ
る
。

こ
の
場
合
、
新
穀
の
出
来
具
合
を
勘

案
し
て
、
飢
鰹
の
お
そ
れ
が
な
い
と
判

断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
酒
造
稼
ぎ
の
者

に
割
り
付
け
ら
れ
て
、
米
が
貸
し
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

古
米
の
蓄
積
を
防
ぐ
方
策
で
あ
っ
た
。

寛
政
４
年
（
１
７
９
２
）
８
月
６
日
、

城
下
町
の
造
酒
屋
が
大
年
寄
の
蔵
合
孫

左
衛
門
を
通
じ
て
、
「
昨
年
囲
米
千
俵

御
積
替
二
而
造
酒
屋
共
江
拝
借
被
仰
付

候
間
当
年
も
拝
借
仕
度
何
卒
少
も
早
く

拝
借
仕
度
」
と
し
て
町
奉
行
所
に
願
出

て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
年
の
例
に
倣
っ

て
囲
米
千
俵
を
酒
造
米
と
し
て
借
り
受

け
た
い
と
の
要
望
で
あ
り
、
米
価
の
高

騰
で
米
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
造
酒
屋
が
囲
米
の
積
替
を
あ
て
に

し
て
い
る
様
子
が
伺
わ
れ
る
。

弘
化
２
年
（
１
８
４
５
）
７
月
躯
日

に
も
、
こ
の
市
中
囲
穀
の
米
切
手
を
書

き
替
え
る
た
め
、
担
当
者
が
町
奉
行
役

尾
島

届
ゆ



は
着
実
に
進
ん
で
い
た
が
、
そ
の
一
方

で
、
こ
れ
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
新
シ
ス

テ
ム
に
移
行
す
る
た
め
の
囲
穀
の
準
備

も
行
わ
れ
て
い
る
。
正
月
即
日
に
は
「
貯

穀
買
入
惣
引
受
」
と
し
て
久
山
源
五
右

術
門
が
定
め
ら
れ
、
「
貯
穀
貿
入
方
」

と
し
て
束
新
町
の
釧
屋
善
五
郎
が
配
澄

さ
れ
た
。

た
だ
実
際
は
、
市
中
囲
穀
と
し
て
年

末
か
ら
春
に
か
け
て
納
め
る
筈
で
あ
っ

た
米
（
切
手
）
に
つ
い
て
は
、
米
価
が

高
騰
し
て
い
た
た
め
買
入
れ
が
進
ま
ず
、

十
五
貫
目
の
銀
札
が
そ
の
ま
ま
保
管
さ

れ
て
い
た
。
ま
た
、
３
月
に
は
新
し
く

買
い
入
れ
た
米
（
切
手
）
を
納
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
買
い
入
れ
を

ひ
か
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

既
に
み
た
よ
う
に
、
囲
穀
の
充
実
は

献
納
が
基
本
で
、
こ
の
時
点
で
は
前
年

⑫
月
に
、
一
石
に
付
八
十
匁
が
納
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
の
経
費
で
５
月
中
に
全

て
米
切
手
に
買
い
換
え
て
お
く
必
要
が

あ
っ
た
が
、
米
価
高
騰
で
思
う
よ
う
に

買
い
換
え
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
米
相
場
で
は
騰
貴
が
続
い
て

お
り
、
蔵
米
相
場
は
、
高
い
と
き
に
は

百
十
匁
に
達
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
町
奉
行
は
、
６
月
中
に
は
米
価
に
拘

わ
ら
ず
上
納
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

閏
５
月
９
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
翌
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所
に
出
勤
し
て
作
業
を
行
っ
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
囲
穀
専
用
の
倉
庫

と
し
て
義
倉
の
建
築
が
計
画
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
弘
化
２
年
９
月
配
日
の
『
町

奉
行
日
記
』
に
は
、
「
囲
籾
置
場
義
倉

建
申
度
伺
済
」
と
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

町
奉
行
は
、
馬
場
五
郎
兵
術
で
あ
っ
た
。

ｎ
月
に
な
る
と
、
義
倉
建
設
の
場
所

や
配
侭
な
ど
の
計
画
が
進
ん
で
い
る
様

子
で
、
場
所
は
「
京
橋
御
門
出
口
束
角
」

で
、
南
向
き
の
敷
地
に
入
口
門
を
付
け

る
計
画
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

貯
穀
惣
締
か
ら
の
提
案
と
し
て
、
京
橋

御
門
出
口
東
側
に
大
破
し
た
家
屋
敷
が

二
軒
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
購
入
し
て
義

倉
を
建
て
れ
ば
、
火
除
の
空
間
も
あ
る
し
、

場
所
柄
が
何
か
と
便
利
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
で
、
京
町
の
年
寄
二

文
字
屋
善
兵
衛
に
任
せ
て
は
ど
う
か
と

い
う
話
が
元
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
義
倉
建
設
の
準
備
は
進
み
、

翌
弘
化
３
年
（
１
８
４
６
）
正
月
に
は
、

土
蔵
と
門
に
「
義
倉
」
の
額
を
掲
げ
る

こ
と
と
な
り
、
そ
の
旨
が
大
年
寄
に
伝

え
ら
れ
た
。

過
日
に
な
る
と
、
瀬
島
杢
平
が
用
意

し
た
土
蔵
基
礎
の
石
工
入
札
用
の
仕
様

書
が
で
き
あ
が
り
、
い
よ
い
よ
入
札
を

執
り
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
義
倉
設
置
に
向
け
た
動
き

し
た
多
く
の
有
力
町
人
が
褒
美
を
下
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
８
月
に
な
る
と

以
前
か
ら
の
例
に
よ
り
、
米
の
詰
め
替

え
に
伴
う
酒
造
屋
へ
の
貸
付
が
決
定
さ

れ
て
い
る
。
返
納
は
半
分
が
加
月
、
残

り
の
半
分
が
ｎ
月
と
い
う
約
定
で
あ
っ

た
。

加
日
が
義
倉
の
棟
上
と
決
ま
り
、
町
奉

行
は
大
目
付
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ

は
必
ず
し
も
報
告
の
義
務
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
藩
主
が
在
国
の
年
で

あ
っ
た
た
め
、
京
橋
門
に
近
い
場
所
で

の
騒
ぎ
を
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

枕
上
に
は
、
担
当
の
大
年
寄
斎
藤
孫

右
術
門
と
諸
吟
味
玉
澄
淳
助
が
麻
上
下

で
川
役
し
た
。

そ
し
て
、
ｎ
円
に
は
予
定
通
り
義
倉

の
枕
上
が
執
行
さ
れ
た
。
棟
上
は
、
藩

の
大
工
棟
梁
瀬
島
杢
平
が
差
図
を
し
て

行
わ
れ
た
が
、
棟
上
の
噂
が
広
ま
っ
た

た
め
、
見
物
人
が
一
万
人
近
く
集
ま
り
、

伏
見
町
か
ら
京
町
筋
に
か
け
て
人
で
埋

ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
時
に
は
餅
米
十

三
俵
が
提
供
さ
れ
て
い
た
の
で
、
賑
や

か
な
餅
撒
き
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

閏
５
月
別
日
に
は
、
貯
穀
買
入
惣
引

受
に
茂
渡
義
右
衛
門
、
貯
穀
買
入
方
に

西
今
町
の
丸
屋
林
兵
衛
が
申
し
つ
け
ら

れ
た
。閏

５
月
型
日
に
は
、
「
義
倉
出
来
」

と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
米
切
手
で
保
管
さ

れ
て
い
た
八
百
俵
の
米
が
藩
の
蔵
か
ら

引
き
出
さ
れ
、
義
倉
に
収
納
さ
れ
た
こ

と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
義
倉
と
し
て

の
本
格
的
な
稼
働
が
開
始
さ
れ
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
の
後
６
月
に
は
、
関
連
し
て
協
力

明
治
に
な
っ
て
義
倉
は
廃
止
さ
れ
た

が
、
建
物
は
、
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
後
し
ば
ら
く
利
用
さ
れ
た
。
『
津

山
市
史
』
第
六
巻
に
よ
れ
ば
、
明
治
巧

年
（
１
８
８
２
）
に
「
津
山
共
同
勧
工
場
」

が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
施

設
と
し
て
旧
義
倉
が
修
理
さ
れ
利
用
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
勧
工

場
は
一
年
ほ
ど
で
閉
鎖
さ
れ
た
ら
し
い

が
、
こ
の
時
も
、
建
物
は
取
り
壊
さ
れ

る
こ
と
な
く
残
さ
れ
た
。

そ
の
後
の
経
過
を
知
る
手
が
か
り
が
、

大
正
巧
年
（
１
９
２
６
）
５
月
刊
行
の
『
津

山
商
工
案
内
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
京
町
の
義
倉
は

明
治
７
年
（
１
８
７
４
）
に
廃
止
さ
れ
、

一
時
そ
の
建
物
が
米
穀
取
引
所
な
ど
に

利
用
さ
れ
た
後
、
位
置
を
替
え
て
山
陽

銀
行
本
店
の
倉
庫
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
旨
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
義
倉
が

義
倉
の
そ
の
後

暦
●
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一
時
的
に
米
穀
取
引
所
と
し
て
利
用
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
残
念
な
が
ら
、

勧
工
場
と
の
先
後
関
係
は
は
っ
き
り
し

な
い
。こ

こ
で
い
う
「
位
置
を
替
え
て
」
と

い
う
の
は
、
門
構
え
の
あ
っ
た
江
戸
時

代
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
敷
地
の
中
央

付
近
に
あ
っ
た
蔵
を
、
敷
地
の
北
奥
に

移
動
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

山
陽
銀
行
は
、
作
備
銀
行
と
津
山
銀

行
が
合
併
し
て
設
立
さ
れ
た
銀
行
で
、

大
正
過
年
（
１
９
２
４
）
、
そ
の
本
店
を

来測転年過行い先な知こし大正15年刊行の『津山商工案内』に掲栽されている山陽銀行本店の写真。
、

§幾塁蒼然。晶蛇鵠含いて瓦るもさ９建そあ京刊側わそ＃
左側奥に蔵が見えている。大正15年頃。

ii墓鍛誘溌羅鱗蕊竺
こい倉、の 津

山
町
大
字
京
町
に
置
い
た
。

そ
し
て
、
こ
の
頃
の
様
子
と
思

わ
れ
る
写
真
に
は
、
本
店
の
北

側
背
後
に
蔵
が
写
っ
て
い
る
。

昭
和
ｎ
年
（
１
９
３
６
）
４
月

刊
行
の
『
津
山
史
蹟
』
で
は
、

京
町
大
手
口
東
角
に
義
倉
が

あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
縦
四
間
横
九
間
二
階

建
て
の
建
物
が
、
昭
和
４
年
（
１

９
２
９
）
に
市
内
北
町
に
移
築

さ
れ
て
、
現
在
（
昭
和
ｎ
年
）

も
「
原
形
其
儒
」
に
残
っ
て
い

る
と
す
る
。
ま
た
、
屋
根
の
鬼

瓦
に
は
「
義
」
の
字
が
記
さ
れ

醒雲ミ

昭
和
５
年
（
１
９
３
０
）
、
山
陽

銀
行
と
第
一
合
同
銀
行
が
合
併
し

て
中
国
銀
行
が
誕
生
し
た
。
そ
し
て
、

山
陽
銀
行
本
店
は
、
中
国
銀
行
津

山
支
店
と
な
っ
た
。
昭
和
五
年
の
中

国
銀
行
合
併
以
前
と
思
わ
れ
る
、

山
陽
銀
行
最
末
期
の
写
真
で
は
、

白
壁
と
な
っ
た
本
店
の
建
物
が
北
側

背
後
に
拡
大
す
る
形
で
増
築
さ
れ

て
お
り
、
蔵
が
無
く
な
っ
て
い
る
。

こ
の
瑠
築
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
大

正
巧
年
の
『
津
山
商
工
案
内
』
に

黒
壁
の
本
店
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
大
正
巧
年
か
ら
昭

増改築前の山陽銀行本店の写真。昭和初年頃（江見写真館提供）

の和測なもを本昭は陽合違あ和
移４すい不し店和順銀併昭いる５
転年れ。思たの４調行ま和なこ年

磯繍講善ri曇‘:瀧

増改築後の山陽銀行本店｡左側奥に増築されて職がなくなっている。

昭和初年～昭和5年（江見写真館提供）

伝
承
に
つ
い
て
も
矛
盾
な
く
理
解
で
き

る
。

現
在
、
北
町
に
移
転
し
た
と
さ
れ
る

義
倉
の
行
方
は
確
実
で
は
な
い
。
し
か
し
、

北
町
付
近
に
類
似
し
た
大
型
の
蔵
が
現

存
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
昭
和
初
期

ま
で
は
遡
る
事
の
出
来
る
、
津
山
城
か

ら
移
転
し
た
蔵
で
あ
る
と
い
う
伝
承
を

持
つ
。
伝
承
に
食
い
違
い
が
あ
る
も
の
の
、

四
間
九
間
の
二
階
建
て
と
い
う
構
造
が

酷
似
し
て
お
り
、
義
倉
で
あ
る
可
能
性

を
否
定
で
き
な
い
。
も
し
江
戸
時
代
の

義
倉
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
貴
重
な
文
化

財
で
あ
る
。
今
後
の
調
査
に
期
待
し
た
い
。

、

型．

７

醒雲ミ
型．型．

型



黙

お知らせ津博２０１４．７Ｎｏ．8１

■

州

戸 兎

脚､鐙幽塵jの屋剛i』Ｉ迩蜘
今年度の特別展は「津山の商家が伝えた文人画～広瀬台山と飯塚竹斎苅田家コレクションよ

り」というテーマで、下記のとおり開催いたします。

１
１

平成２６年１０月４日田～１１月３日(月)㈱会期

１０月６日(月)･１０月１４日㈹．１０月１５日伽・１０月２０日(月)･１０月２７日(月）休館日

当館３階展示室会場

苅田家は江戸時代から続く商家で、そ

の邸宅は宝暦年間に建てられたと言われ

ています。このたび苅田家からその邸宅を

津山市に寄付されることになり、それに合

わせ苅田家で所蔵していた古文書や書画

類の多くが寄贈されることになりました。こ

の書画類の中には、津山を代表する文人

画家広瀬台山や飯塚竹斎の作品も数多く

含まれています。

この展覧会では、苅田家の書画類の中

から広瀬台山と飯塚竹斎の文人画にス

ポットを当て、津山の商家が守り伝えてき

た絵画コレクションの一部を紹介します。

どうぞご期待ください。

８

土は、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。

偶
卵
抱
上
今
川
ｊ
Ｌ

ｊ
江
釦
。
Ｑ
写
、
“
Ｄ
』
呈

寺
も
《
，

寺
０
坐
Ⅲ
Ｒ
奴
↓
●
恥

ざ
〆
削
ｌ
Ｊ
ｌ
ｆ
ｐ
Ｂ
－
１
ａ

露
陽

飯塚竹斎・雪中山水図広瀬台山・遣琴贈帰図

の
ぱ
火
凸
白

９
４
１
Ｊ

。
〃
戎
Ｊ
可

帥

ＩｉＷＩ

■

主
罰

す。
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