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摩＝

江戸一目図解風の実物公開江戸一目図解風の実物公開
怪 』

挺一

東
京
ス
カ
イ
ッ
リ
ー
に
複
製
が
展
示
さ
れ
て
注
目
さ

れ
て
い
る
江
戸
一
目
図
扉
風
で
す
が
、
４
月
１
日
か
ら

５
月
５
日
ま
で
の
期
間
、
実
物
を
公
開
し
ま
し
た
。
資

料
保
護
の
た
め
、
当
館
で
も
通
常
は
複
製
を
展
示
し
て

い
ま
す
。
津
山
さ
く
ら
ま
つ
り
の
期
間
と
も
重
な
り
、

大
勢
の
方
に
実
物
の
解
風
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
、
今
年
度
は
秋
に
貸
出
の
予
定
が
あ
り
ま
す
の
で
、

物
の
公
開
は
春
の
み
で
す
。

岐家資料の展示岐家資料の展示

麺

こんな絵が

よく描けたね！
博物館キャラクタ

｢鶴若」

し

蕊

富
晶

ノ

座 』

ロ
屯ｐ■

ｉ

士

リ
１

の

声

『
ノ

３
階
の
常
設
展
示
に
て
、
旧
津
山
藩
士
土
岐
家
に

伝
わ
っ
た
甲
胃
、
火
事
装
束
や
津
山
狩
野
派
の
花
鳥

図
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。
土
岐
家
は
、
享
保
旧

年
（
１
７
２
８
）
に
松
平
家
に
召
し
出
さ
れ
、
２
代
続

け
て
弓
術
師
役
を
勤
め
、
幕
末
に
は
田
町
に
屋
敷
が

あ
り
ま
し
た
。
昨
年
佃
月
、
そ
の
屋
敷
跡
に
津
山
土

岐
家
財
団
記
念
館
が
開
所
し
た
の
に
合
わ
せ
て
、
寄

託
資
料
の
一
部
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。
土
岐
家
伝
来

の
資
料
を
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

１

Ｎ

１
膳
…

雨虐
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〆一 ~、

一、

第１第１ ＯＢ回文化財めぐりＯＢ回文化財めぐり国
』座

３
月
杓
日
、
第
Ⅷ
回
文
化
財
め
ぐ
り
を
実
施
し
ま

し
た
。
東
一
宮
か
ら
上
横
野
周
辺
を
歩
き
、
高
田
神
社

や
石
造
物
な
ど
を
ゆ
っ
く
り
め
ぐ
り
ま
し
た
。
参
加
者

の
方
か
ら
も
、
地
域
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
や
建
物
・
石

造
物
・
山
野
草
な
ど
に
つ
い
て
色
々
と
お
話
し
い
た
だ

き
、
充
実
し
た
ハ
イ
キ
ン
グ
と
な
り
ま
し
た
。
予
報
で

は
降
水
確
率
が
高
く
心
配
し
て
い
ま
し
た
が
、
良
い
天

気
と
な
り
、
春
ら
し
い
陽
気
の
一
日
で
し
た
。

』

－ノ

徳
守
神
社
か
ら
寄
託
さ
れ
て
い
る
鉄
盾
は
、
大
坂
の

陣
の
際
、
森
忠
政
が
戦
場
で
使
用
し
た
も
の
を
神
社
に

奉
納
し
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
由
緒
に
よ
り
、

今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
関
連
の
巡
回

展
等
に
貸
し
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
長
野
市
の
真
田
宝
物
館
特
別
展
「
戦
国
の
紳
」
（
１

月
打
日
～
４
月
４
日
）
に
出
品
さ
れ
た
後
、
引
き
続
き
大

河
ド
ラ
マ
特
別
展
「
真
田
丸
」
の
東
京
展
皿
江
一
足
塁
示
博

物
館
（
４
月
汐
日
～
６
月
杓
日
）
、
上
田
展
函
上
田
市
立
美

術
館
（
７
月
２
日
～
８
月
訓
旦
、
大
阪
展
唖
大
阪
歴
史
博

物
館
（
９
月
両
日
～
洞
月
６
日
）
と
巡
回
す
る
予
定
で
す
。

銃
弾
の
跡
が
残
る
こ
の
鉄
盾
は
、
大
坂
の
陣
に
お
け
る

戦
闘
の
激
し
さ
を
物
語
る
貴
重
な
資
料
で
す
。
当
館
で

も
常
設
展
示
し
て
い
ま
し
た
が
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

各
会
場
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

－ノ

槌

「

胃㎡

鉄盾の貸出

Ｐ

』
’

－－＝

１



こ
の
書
状
は
、
江
戸
時
代
、
現
在
の
津

山
市
東
一
宮
で
大
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
中

島
家
に
伝
わ
っ
た
史
料
で
す
。
美
作
の
中

島
氏
は
古
く
か
ら
の
在
地
領
主
で
、
鎌
倉

時
代
中
期
ご
ろ
に
は
高
野
郷
（
現
在
の
津

山
市
商
野
地
域
）
の
地
頭
職
を
持
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
島
家
の
家

伝
で
は
、
祖
先
は
こ
の
中
島
氏
に
つ
な
が

資 料紹介津博２０１６．５Ｎｏ．８８

作
州
東
郡
以
段

銭
之
内
百
貫
文

事
令
合
力
乾

然
上
者
弥
可
被
抽

御
忠
儀
者
也
佃
状
如
件

天
正
一
一
年
（
一
五
七
四
浦
上
宗
景
書
状

天
正
斗
式

九
月
五
日
宗
景
（
花
押
）

４

【
書
状
の
翻
刻
］

梶
村
明
慶

る
家
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
戦
国
時
代
に
は

美
作
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
浦
上
氏
に

胴
し
て
お
り
、
浦
上
氏
が
没
落
し
た
後
は

宇
喜
多
氏
に
仕
え
、
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
の

際
に
は
従
軍
し
て
戦
功
を
立
て
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。
字
喜
多
秀
家
が
関
ヶ
原
の

戦
い
に
敗
れ
、
領
地
を
没
収
さ
れ
る
と
帰

農
し
、
そ
の
後
に
大
庄
屋
を
勤
め
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

押
状
は
、
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
九

州
五
川
付
け
で
、
浦
上
宗
餓
か
ら
中
勘
背

介
宛
て
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
す
。
内
容

に
つ
い
て
は
、
「
作
州
東
郡
の
段
銭
の
内
か

ら
百
負
文
を
与
え
る
の
で
、
忠
義
に
励
む

よ
う
に
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
天

正
二
年
は
宇
喜
多
直
家
が
浦
上
宗
景
と
断

交
し
、
双
方
が
相
争
う
事
に
な
っ
た
年
で

す
。
直
家
と
の
戦
の
た
め
、
宗
蛾
が
味
方

す
る
領
主
に
対
し
て
川
し
た
神
状
の
中
の

一
つ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
菅
介

は
敢
後
ま
で
浦
上
方
と
し
て
戦
っ
て
い
た

よ
う
で
、
系
図
に
よ
る
と
、
最
後
の
決
戦

と
な
っ
た
宗
景
の
本
拠
で
あ
る
天
神
山
城

の
戦
い
で
討
死
し
た
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
書
状
の
他
、
大
庄
屋
に
関
す
る
も

の
を
含
め
、
家
に
伝
わ
る
多
く
の
史
料
を

当
節
に
寄
託
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
度
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
寄
贈
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

中
島
菅
介
殿
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説
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
大
庄
屋
は
、
関

連
書
類
を
一
年
に
三
Ｍ
チ
ェ
ッ
ク
し
、
郡

代
所
へ
差
出
す
べ
き
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

こ
れ
ら
の
内
容
の
一
部
に
つ
い
て
Ａ
村

（
仮
）
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
簡
単
に
ま
と

め
る
と
図
①
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

Ａ
村
で
は
、
Ａ
村
だ
け
に
関
係
す
る
斐
川

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
コ
ケ
年
入
川
」
（
図

①
で
は
青
い
四
角
）
と
、
Ａ
村
分
と
し
て
割

り
当
て
ら
れ
た
「
大
割
」
（
図
①
の
緑
の
四

角
）
、
「
別
割
」
（
図
①
の
紫
の
四
角
）
、
「
構
割
」

（
図
①
の
赤
の
四
角
）
を
、
村
内
の
村
人
の

そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
高
に
応
じ
て
割
り
付
け
、

関
連
書
類
で
あ
る
「
村
打
欠
割
賦
帳
」
を

代
官
所
へ
差
出
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

「
別
割
」
と
は
、
訴
訟
な
ど
の
喪
用
に
つ

い
て
、
単
に
石
高
に
応
じ
て
割
り
付
け
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
当
事
者
と
な
っ
た
村

に
そ
の
費
用
の
多
く
を
割
り
付
け
る
方
法

で
す
。
例
え
ば
、
Ａ
村
が
引
き
起
こ
し
た
の

で
は
な
い
「
変
事
」
（
盗
賊
ま
た
は
尋
ね
者

に
関
す
る
饗
川
な
ど
）
に
つ
い
て
は
単
に

石
高
に
応
じ
て
割
り
付
け
る
「
大
割
」
に

入
れ
ま
す
が
、
Ａ
村
の
Ｂ
と
い
う
人
の
せ
い

で
他
領
か
ら
訴
え
ら
れ
た
場
合
の
費
用
は

「
別
割
」
に
入
れ
、
そ
の
費
用
の
内
六
割
は

Ａ
村
で
負
担
し
、
残
り
の
四
割
は
他
の
村
々

に
割
り
付
け
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
す
。

寛
政
十
二
年
（
一
八
○
○
）
郷
中
諸
割
賦
建
方
定
書
大
意
東

ま
た
、
Ａ
村
の
負
担
と
な
っ
た
六
割
の
な
か

で
も
、
そ
の
四
割
は
Ａ
村
が
属
す
る
職
で

助
け
、
残
り
の
六
割
は
当
人
で
あ
る
Ｂ
が

負
担
し
、
Ｂ
が
困
窮
し
て
い
る
場
合
は
Ａ
村

で
話
し
合
っ
て
助
け
る
、
と
い
う
記
述
も

あ
り
ま
す
。

媒
其
の
盗
料
の
他
に
、
何
じ
寛
政
十
二

年
八
月
の
「
郷
巾
臨
時
入
用
荊
川
シ
定
祥
」

が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
定
書
で
は
、

写
真
の
資
料
は
、
一
つ
の
村
を
越
え
て

係
る
喪
用
を
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る
の
か

群
か
れ
て
い
る
帳
而
で
、
押
入
の
個
人
宅

に
伝
わ
っ
た
盗
料
で
す
。
『
鏡
野
町
史
』
通

史
細
の
「
沖
川
端
の
大
割
」
で
詳
し
く
紹

介
さ
れ
て
い
る
通
り
、
津
山
松
平
蒲
で
は
、

藩
領
の
全
村
で
負
担
す
べ
き
喪
用
、
例
え

ば
参
勤
交
代
や
公
儀
役
人
の
通
行
に
係
る

費
用
な
ど
の
支
出
項
目
を
「
大
割
」
と
し
、

大
庄
屋
が
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
『
津
山
市

史
』
第
四
巻
で
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

頃
の
大
荊
帳
に
関
し
て
「
そ
の
年
領
内
の

村
方
全
休
に
か
か
る
経
常
強
・
臨
時
喪
を

村
の
石
商
に
割
賦
徴
収
す
る
台
帳
」
と
し

て
い
ま
す
。

写
真
の
資
料
で
は
、
こ
の
「
大
割
」
や
、

割
り
方
に
傾
斜
を
つ
け
る
「
別
割
」
に
入

れ
る
べ
き
愛
用
な
ど
に
つ
い
て
簡
踊
に
解

１
１ ，

鐙
輔
縦
剥
餓
延
一
″
皇
才
宴
・
畳

ター

'１ 、

い
‘＃

大 荊に入れるべき徴用 別割に入れるべき費陥

勝

万
里
子

が
の
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。

訴
訟
な
ど
、
通
常
か
か

る
費
用
で
は
な
い
も
の

に
関
し
て
、
「
大
割
」

に
入
れ
る
べ
き
も
の
な

の
か
、
「
別
荊
」
な
の
か
、

「
村
打
欠
」
な
の
か
な

ど
、
細
か
く
記
し
て
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資

料
か
ら
、
村
方
に
か
か

る
費
用
に
つ
い
て
明
文

化
し
、
書
類
を
作
成
す

る
事
で
、
よ
り
透
明
性

の
商
い
管
理
を
行
い
、

支
出
が
少
な
く
な
る
よ

う
に
し
て
い
た
こ
と
、

そ
れ
ら
の
書
類
を
代
官

所
や
郡
代
所
に
提
出
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
写
真
の
資
料
が

作
成
さ
れ
て
か
ら
一
年

※Ａ村が卿凹で起こった車件の堤(蒲領全休Ｌ係る費用）

５

二
か
川
後
の
享
和
元
年
十
月
に
は
、
大
庄

崖
土
居
辰
五
郎
が
郡
代
所
へ
大
割
関
係
の

日
記
を
提
出
し
て
い
る
事
が
確
認
で
き
ま

す
（
『
岡
山
県
史
』
第
二
十
三
巻
美
作
家

わ
け
史
料
）
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
記

さ
れ
て
い
る
臨
時
の
費
用
の
な
か
で
、
他

領
と
の
問
題
解
決
に
か
か
る
喪
用
に
つ
い

て
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
深
い

点
で
す
。



れ
た
三
枚
橋
を

渡
っ
て
鉄
砲
町

に
川
る
道
筋
は
、

そ
の
先
の
広
瀬

で
吉
井
川
を
渡

り
、
皿
村
を
通
っ

て
備
前
へ
と
続

く
主
要
な
備
前

往
来
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
主

要
な
往
来
筋
と

い
う
こ
と
も
関

係
し
て
い
る
の

か
、
樫
原
前
に

は
値
や
銭
箱
な
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町
の
橋
の
下
も
大
目
付
の
管
轄
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
城
下
町
と
そ
の
周
州
で
は
、
町

奉
行
・
郡
代
・
寺
社
取
次
・
大
Ⅲ
付
の

支
配
系
統
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄

場
所
が
複
雑
に
分
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ

る
。

古
い
伝
承
で
は
、
津
山
の
城
下
町
に
は

様
々
な
物
の
怪
が
核
ん
で
い
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
「
鵬
原

前
の
磁
伽
」
が
あ
る
。
森
家
の
時
代
の
こ
と
、

狐
に
化
か
さ
れ
た
武
家
奉
公
の
女
性
が
、

屋
敷
か
ら
歩
き
出
て
行
方
知
れ
ず
と
な

り
、
よ
う
や
く
探
し
出
す
と
樫
原
前
の

薮
の
側
に
勝
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

同
様
に
化
か
さ
れ
た
浪
人
が
、
脇
差
を

投
げ
捨
て
て
逃
げ
去
っ
た
と
い
う
話
も
あ

る
ら
し
い
。

一
方
、
南
新
座
か
ら
樫
原
前
に
出
て
堤

防
下
を
西
に
進
み
、
繭
田
川
に
架
け
ら

城
下
町
の
水
車
と
景
観
ｌ
職
鳳
詐
の
水
車
Ｉ

樫
原
前
は
、
城
下
町
西
部
を
流
れ
る

稲
川
川
が
吉
井
川
に
合
流
す
る
付
近
か

ら
、
吉
井
川
の
下
流
に
向
け
て
南
新
座
か

ら
吹
屋
町
へ
と
続
く
堤
防
沿
い
に
形
成
さ

樫
原
前

江
戸
時
代
に
は
、
動
力
源
と
し
て
の
水

車
は
、
人
々
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
存
在

で
あ
っ
た
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、

農
村
の
風
景
の
中
に
軽
や
か
に
回
転
し
て

い
る
水
車
と
そ
の
小
屋
と
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
都
市
部
に
お
い
て
も
動

力
源
と
し
て
の
水
車
は
必
須
で
あ
っ
た
。

城
下
町
で
の
主
要
な
用
途
は
米
柵
き
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
粉
挽
き
や
綿
実

油
絞
り
な
ど
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
水

車
稼
ぎ
は
商
売
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、

城
下
町
の
有
力
な
商
人
が
水
車
稼
ぎ
を

行
な
う
こ
と
も
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
藩

に
と
っ
て
も
逆
上
銀
の
得
ら
れ
る
世
飛
な

産
業
で
あ
っ
た
。

一
方
で
利
川
者
側
か
ら
見
れ
ば
、
町
人

の
み
で
は
な
く
藩
士
に
と
っ
て
も
扶
持
米

の
米
掲
き
を
担
う
水
車
は
必
要
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
水
車
は
、
城
下
町

周
辺
の
瓜
餓
の
一
部
と
な
り
、
都
市
化
活

と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
津
山
の
城
下
町
に
お
け
る

水
車
の
設
置
場
所
と
そ
の
妓
観
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
樫
原
前

の
水
車
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

れ
た
河
原
で
あ
る
。
小
さ
な
水
流
を
挟

ん
で
吉
井
川
の
中
州
と
一
体
と
考
え
れ
ば

か
な
り
広
い
も
の
と
な
る
。

良
く
も
悪
く
も
吉
井
川
と
共
に
存
立

し
て
い
る
津
山
の
城
下
町
に
と
っ
て
、
吉

井
川
の
河
原
は
様
々
な
面
で
城
下
町
の
生

活
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
詮
初
樫
原
前
を
始
め
と
し
て
、

材
木
川
南
の
肌
河
原
、
橋
本
川
南
の
流
水

場
な
ど
、
城
下
町
近
辺
で
は
地
名
と
し

て
の
名
前
を
持
つ
河
原
が
い
く
つ
か
存
在

す
る
。
樫
原
前
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て

は
、
『
山
陽
道
美
作
記
巻
之
八
』
に
「
髪

を
樫
原
前
と
呼
ハ
以
前
樫
原
何
某
と
云
ふ

者
住
ミ
け
る
故
所
の
名
」
と
な
っ
た
と
し

て
い
る
。

こ
れ
ら
の
河
原
は
、
増
水
し
た
時
を
除

け
ば
、
安
定
し
た
陸
地
と
し
て
仮
常
的

に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
固
有
の

名
称
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
の
存
在
理
由
や

必
要
性
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
堤
防
と
そ
の
上

の
竹
蔽
に
よ
っ
て
城
下
町
か
ら
〆
切
ら
れ

て
い
る
樫
原
前
は
、
城
下
町
に
繰
り
入
れ

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
縁
辺
に
あ
っ

て
、
畑
や
河
原
と
し
て
便
利
に
活
川
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
樫
原
前
は
、

南
新
座
と
吉
井
川
堤
防
の
間
に
位
慨
す
る

城
下
町
内
部
の
畑
地
と
共
に
、
堤
防
を

含
ん
で
小
川
中
村
分
と
な
っ
て
い
る
。

役
所
の
桝
職
と
言
う
こ
と
で
は
、
小
川

中
村
分
に
含
ま
れ
る
樫
原
前
は
郡
代
の
管

轄
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
る
堤
防
は
大

目
付
の
管
轄
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
城
下

ど
様
々
な
も
の
が
落
ち
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
盗
難
州
が
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

思
わ
れ
る
が
、
も
の
を
捨
て
る
に
は
都
合

の
良
い
蔽
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、

「
ち
り
あ
く
た
」
な
ど
の
投
棄
を
禁
止
す

る
藩
の
触
詳
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
堤
防
の
切
れ
目
が
あ
る
た
め
、

中
山
神
社
の
和
鳥
居
の
よ
う
な
匝
火
な
も

の
の
引
き
上
げ
に
も
利
川
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
樫
原
前
に
、

水
路
が
設
け
ら
れ
て
水
車
が
設
置
さ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。

尾
島

近
世
巾
期
以
降
の
津
山
で
は
、
郷
原
前

と
い
え
ば
直
ち
に
水
車
が
思
い
浮
か
ぶ
ほ

ど
、
ｋ
源
小
諸
Ｄ
字
主
猟
置
奇
》
て
司
る

樫
原
前
の
水
車

ム
ロ

、
、
イ

水
車
小
屋
の
存
在
が
定
着
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
樫
原
前
の
水
市
の

始
ま
り
は
定
か
で
は
な
い
。
何
時

頃
か
ら
樫
原
前
で
の
水
取
稼
ぎ
が

始
ま
っ
た
の
か
、
分
か
る
範
朋
で

効
確
認
し
て
お
き
た
い
。

痕
享
保
七
年
（
一
七
二
《
一
）
や

趣
そ
の
前
後
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た

町
と
思
わ
れ
る
津
山
城
下
町
絵
図

厩
で
は
、
蘭
田
川
と
吉
井
川
の
合
流

癖
点
付
近
に
、
護
岸
に
続
く
小
さ

ｒ
な
河
原
と
や
や
大
き
め
の
巾
州

睡
が
州
か
れ
て
い
る
が
、
水
車
小
屋

前
の
気
配
は
な
い
。
単
に
描
か
れ
て

癖
い
な
い
だ
け
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

①
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
頃
と

⑥
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豆
躍
一劃

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
津
山
松
平
藩
町
奉
行
日
記
』
明
和
三

年
（
一
七
六
六
）
二
月
十
八
日
、
桶
屋

町
の
大
坂
屋
次
郎
右
衛
門
が
「
樫
原
前

御
薮
外
東
之
方
」
に
「
水
車
片
羽
」
を

設
置
し
て
「
渡
世
之
助
力
」
に
し
た
い
と
、

前
年
十
一
月
に
願
出
て
い
た
も
の
が
許
可

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
以
前
に
も
水

車
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
大
坂
屋
は
、
近

辺
の
雑
穀
や
藩
士
の
扶
持
米
な
ど
を
掲
く

商
売
を
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
藩
士

を
含
む
城
下
の
住
人
を
主
な
顧
客
と
し
て

想
定
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
願
書
に
対
し
て
、
藩
で
は
普
請
に

関
し
て
役
人
の
現
地
見
分
を
経
た
後
に
、

特
に
支
障
は
な
い
と
し
て
許
可
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
水
車
小
屋
の
設
置
が
吉
井

川
の
堤
防
や
道
筋
、
河
原
の
管
理
に
影
響

を
与
え
る
か
ど
う
か
を
見
分
し
た
の
で
あ

り
、
本
格
的
な
水
車
小
屋
の
建
設
は
今

唖
侭
越
岬
廼
舎
１
》
辱
鐸
噸

②樫原前絵図、水車小屋建設以前（矢吹家資料650）

能憧る間らいがは城四年い画○年風山思
性さ時以、る描水下－，-,は図一へや景わ
をれ期降享こか取町の一嘉、の一文観れ
老た（この保とれ小図津八永あ津八政図る
え可設あ年かて屋に山五七る山二三解津

回
が
最
初
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た
絵
図
で
は
、
猪

畑
と
な
っ
て
い
た
場
所
の
水
路
際
に
新
た

に
五
間
と
二
間
半
の
小
屋
を
建
築
し
、

そ
の
南
側
の
用
水
に
水
車
を
設
慨
す
る
と

い
う
計
画
で
あ
っ
た
。
水
車
用
の
水
路
は
、

百
間
以
上
上
流
の
鉄
砲
町
付
近
の
河
原
の

井
手
口
か
ら
水
を
訓
い
た
も
の
で
、
水
車

小
嵯
の
下
流
十
六
間
の
付
近
に
水
落
が

あ
っ
て
、
再
び
吉
井
川
に
合
流
し
て
い
た
。

大
坂
屋
次
郎
右
術
門
の
家
は
、
桶
屋
町

で
も
有
数
の
商
人
で
桶
蟻
町
の
年
寄
役
を

務
め
て
い
る
。
ま
た
城
下
町
周
辺
に
川
畑

を
所
有
し
て
町
作
を
行
っ
て
い
た
。
後
に

は
町
作
庄
屋
を
務
め
る
刈
主
も
川
て
い
る
。

そ
し
て
、
水
車
小
屋
は
代
が
替
わ
っ
て
も

大
坂
屋
が
所
持
し
て
水
市
稼
ぎ
を
続
け

て
い
る
。

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
九
月
に
は
、

八
月
二
十
九
口
の
洪
水
で
流
失
し
た
水
車

の
届
出
を
し
て
お
り
、
従
来
通
り
の
八
間

四
間
の
小
屋
を
再
建
し
て
、
片
羽
の
水
市

を
設
置
し
た
い
と
し
て
い
る
。
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
設
置
当
時
の
水
車
小
屋
と

は
規
模
が
異
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
前
に

建
て
替
え
が

あ
っ
て
、
規

模
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
こ

と
が
知
ら
れ

る
。
届
出
先

は
郡
代
所
で
、

大
坂
屋
彦
市

と
小
田
中
村

の
組
頭
・
庄

屋
と
連
名
で
、

中
庄
屋
に
相

当
す
る
肝
煎

④樫原前水車（｢津111賎観図解風」部分）

大
坂
屋
の
水
車
場
に
あ
っ
た
土
蔵
が
北
側

の
土
手
に
向
か
っ
て
倒
壊
す
る
と
い
う
こ

と
が
起
き
て
い
る
。

樫
原
前
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
設
置
場

所
か
ら
し
て
主
な
顧
客
が
城
下
住
人
と

思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
迫
廻
河
原
・
清

水
場
・
宮
川
沿
い
な
ど
に
も
水
車
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。
参
考
ま
で
に
材
木
町
南
の

追
廻
河
原
（
覗
河
原
）
の
事
例
を

見
て
お
き
た
い
。

追
廻
河
原
で
は
、
寛
政
十
一
年

１
（
一
七
九
九
）
九
月
、
藩
と
し
て
水

卿
車
を
設
置
し
、
家
臣
の
扶
持
米
を

錨
銀
四
分
で
鴨
く
計
画
を
立
案
し
て

家
い
た
が
、
そ
の
時
、
堺
町
の
団
屋

個
鋤
太
郎
兵
衛
が
偶
然
同
様
な
水
車
稼

鐸
分
ぎ
を
計
画
し
て
い
て
、
藩
に
願
書

設
部
を
提
出
し
た
。
こ
の
時
、
団
屋
は

》
癖
》
群
挿
峠
恥
骨
密
峠
評
醒
皿
祢
報

と
、
邑
村
の
大
庄
屋
土
居
与
三

兵
衛
を
経
て
提
出
し
て
い
る
。

こ
の
時
の
洪
水
は
、
数
十
年

に
一
度
の
洪
水
と
言
わ
れ
て
お

り
、
当
時
の
町
奉
行
も
森
家
時

代
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る

「
黒
沢
水
」
や
享
保
六
年
（
一

七
二
一
）
の
「
丑
年
洪
水
」
な

ど
と
並
ぶ
大
洪
水
と
評
き
残
し

て
い
る
。
こ
の
時
の
洪
水
で
は
、

幌
原
前
の
大
坂
睦
水
施
小
屋
で

働
い
て
い
た
軒
が
逃
げ
場
を
失

い
か
け
て
お
り
、
緊
急
聯
態
と

し
て
、
町
奉
行
か
ら
土
手
の
厳

へ
逃
げ
込
む
許
可
を
得
て
避
難

し
て
い
る
。

文
化
元
年
（
一
八
○
四
）
に
は
、

都
市
と
水
車
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、

江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
日
常
の
景
観
で
あ

り
、
水
車
に
加
え
て
、
吉
井
川
の
岸
に
は

水
車
を
載
せ
た
船
で
あ
る
船
車
も
繋
留

さ
れ
て
い
た
。
『
津
山
景
観
図
扉
風
』
で
は

樫
原
前
水
車
の
す
ぐ
下
流
の
岸
に
も
そ
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

城
下
町
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
に
つ
い

て
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
『
津
山
景
観

図
解
風
』
や
絵
図
な
ど
の
絵
画
資
料
と

文
書
の
記
録
資
料
を
活
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
々
の
日
常
的
な
暮
ら
し
と
共

に
、
城
下
町
の
さ
さ
や
か
な
風
景
や
最
観

を
日
に
見
え
る
形
に
し
て
い
き
た
い
。

⑰

喜慧

こ
れ
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
が
、
堺
町
の
団
屋
の
水
車
設

瞳
計
画
は
、
十
二
月
に
不
許
可
と
な
っ
た
。

告えたなよ'ＩＩＴ納らも計大き使用水あと

繍 溌蝋撚
にりて便ていは定いすしの臼をし容
報あき利はう上めうるて挽を利てで
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●歴史講座「城下と村のくらし」

５月１３日③．６月１０日圏・７月8日③

９月9日③．１０月１４日圃・１１月１１日③

１月１３日③．２月１０日③．３月１０日園

全9回（８月と１２月を除く）

お知らせ津博２０１６．５Ｎｏ．８８

◆夏休み子供歴史教室

「弥生土器を作ろう」

７月27日㈱.８月１７日㈱全２回

「カルメ焼きを作ろう」

７月26日脚

「勾玉を作ろう」

８月9日㈹

「トンボ玉を作ろう」

８月3日㈱

◆文化財めぐり（友の会）

５月21日(士)・１０月22日出・３月１８日(士）

■

、〆

◆古文書講座「美作の古文書を読む」

５月１９日㈱．６月１６日㈱．７月21日㈱

９月１５日嗣・１０月20日㈱．１１月１７日㈱

１月１９日嗣・２月１６日㈱．３月１６日的

全9回（８月と１２月を除く）

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(30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）

広報活動

鎧は、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｡

市内

●博物館だより「津博」の刊行

No.88／5月No.89／７月

No.90／1０月No.91／来年1月

博
〃

:害者手帳を提示された方。
上の方は、入館料が無料です。

中学生以下・障
1在住の65才以一

教育普及活動今特別展「武士の行列（仮)」

会期／１０月8日仕)～１１月20日旧）

’

繍摺

出版

[編集･発行］津山郷士博物館

〒７０８－００２２岡山県津山市山下９２

ＴｅI（0868)22-4567Ｆａｘ（0868)23-9874

E-mailtsu-haku＠tvt,nejp

[印刷］有限会社弘文社

江戸時代の支配階層である武士たちは、移動や

旅の時に行列を組んで進みました。本展では、津山

藩松平家の各種の行列図のほか、輿や乗物など行

列に用いた道具類を集めて紹介し、武士の行列を

通して江戸時代の社会のありようを概観します。

◆｢江戸一目図解風」の実物公開

春季／４月１日③～５月5日㈹㈹

秋季／貸出のため、

当館での公開はありません

８

ノ

●特別展図録「武士の行列（仮)」の刊行

◆｢津山松平藩奉行日記」２３の翻刻刊行

●平成27年度年報の刊行

鎧瀞蝋星騎。

し


