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山
市
企
画
財
政
部
秘
書
広
報
室（
市
役
所
３
階
）

　
  　
　
〒
708－8501 岡

山
県
津
山
市
山
北
520

広
報
津
山
は
、
環
境
保
護
の
た
め
再

生
紙
と
植
物
性
イ
ン
キ
を
使
用
し
て

い
ま
す
。
読
み
終
え
た
後
は
リ
サ
イ

ク
ル
（
雑
誌
）
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

 ☎
0868－32－2029

 FAX  0868－32－2152
 kouhou@

city.tsuyam
a.lg.jp
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No.824

つやまじまん

えとこ
いっぱい
え

モビルスーツ搭乗体験
4月２９日　仙人まつり
道の駅「久米の里」（宮尾）

昭和モダニズム建築の傑作
津山文化センター（山下）

2023.７ 28

　津山の人・物・技術
など、明日誰かに自慢
したくなる津山のいい
ところを紹介します

2023（令和5年)
No.824

7

７月号の主な内容

津山の夏を満喫しよう!

慢慢津山

屋
根
を
支
え
る
日
本
の
伝
統
工
法

　

文
化
セ
ン
タ
ー
の
最
大
の
特
徴
は

「
斗と

栱き
ょ
う

」
構
造
。
斗
栱
と
は
、
日
本
の

木
造
寺
院
の
建
築
な
ど
で
使
わ
れ
る
屋

根
を
支
え
る
部
分
の
こ
と
で
す
。
川か

わ

島し
ま

甲こ
う

士し

さ
ん
が
設
計
、
木き

村む
ら

俊と
し

彦ひ
こ

さ
ん
が

構
造
設
計
を
担
当
し
ま
し
た
。

　
「
日
本
独
自
の
様
式
を
近
代
的
な
素

材
と
技
術
で
再
構
成
す
る
」
と
い
う
強

い
思
い
の
も
と
、
日
本
の
伝
統
的
な
木

造
建
築
の
工
法
を
、
近
代
建
築
を
象
徴

す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
再
現
し
た
全
国

的
に
も
非
常
に
珍
し
い
建
物
で
す
。

　
１
８
０
本
を
超
え
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト

の
斗
栱
が
屋
根
を
支
え
る
シ
ル
エ
ッ
ト

は
圧
巻
で
す
。
ま
た
、
大
き
な
屋
根
に

守
ら
れ
る
逆
台
形
の
構
造
の
た
め
、
完

成
か
ら
半
世
紀
以
上
経
っ
た
今
で
も
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
汚
れ
や
劣
化
が
少
な

く
、美
し
い
外
観
を
維
持
し
て
い
ま
す
。　

優
秀
な
建
築
作
品
と
し
て
数
々
の
賞
を

受
賞
し
て
い
て
、
建
築
設
計
を
学
ぶ
学

生
や
国
内
外
の
建
築
関
係
者
が
数
多
く

訪
れ
て
い
ま
す
。

隠
れ
た
魅
力

　
建
物
以
外
に
も
美
術
的
要
素
が
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
特
に
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
彫
刻
の
施
さ
れ
た
展
示
・
リ
ハ
ー

サ
ル
室
の
外
壁
面
（
①
）
や
ホ
ワ
イ
エ

（
通
路
）
の
鉄
の
レ
リ
ー
フ
（
②
）
は

日
本
を
代
表
す
る
美
術
家
が
制
作
し
た

も
の
で
す
。
ぜ
ひ
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

た
く
さ
ん
の
人
に
来
て
も
ら
い
た
い

　
津
山
文
化
セ
ン
タ
ー
は
コ
ン
サ
ー
ト

や
イ
ベ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
建
物
の
デ

ザ
イ
ン
や
館
内
に
展
示
す
る
美
術
品
な

ど
、
見
ど
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

改
修
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
の
斗

栱
に
直
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
も
お
も
し
ろ
い
で

す
。
館
内
は
Ｗワ

イ

フ

ァ

イ

ｉ-

Ｆ
ｉ

も
完
備
し
、
会
議
室
や

和
室
も
あ
り
ま
す
。
き

れ
い
で
よ
り
使
い
や
す

く
な
っ
た
施
設
を
、
た

く
さ
ん
の
人
に
見
て
、

利
用
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

　昭和 41年（1966）に、市の文化向上、
市民のコミュニケーションの場として開
館。耐震補強、大規模改修工事を経て、
令和２年（2020）４月にリニューアル
オープンしました。建物の魅力について、
施設を管理する津山文化振興財団の皆さ
んに話を聞きました。　

　
こ
の
春
か
ら
、
部
署
異
動
に
よ
り

広
報
紙
の
作
成
を
担
当
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
初
め
て
の
こ
と
ば
か

り
で
戸
惑
う
日
々
で
す
が
、
限
ら
れ

た
枠
の
中
で
、
最
大
限
分
か
り
や
す

く
正
確
な
情
報
を
お
届
け
で
き
る
よ

う
に
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
く
こ

と
の
難
し
さ
や
楽
し
さ
、
奥
深
さ
を

感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
か

ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

　
４
月
か
ら
編
集
室
に
仲
間
入
り
し
、

表
紙
を
担
当
し
ま
し
た
。
慣
れ
な
い

一
眼
レ
フ
に
苦
戦
し
な
が
ら
も
、
イ

ベ
ン
ト
内
は
素
敵
な
表
情
ば
か
り
で
、

自
分
で
も
意
外
な
ほ
ど
撮
影
に
夢
中

に
な
り
ま
し
た
。
良
い
瞬
間
を
写
真

に
収
め
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
で

す
が
、
元
気
が
出
る
写
真
を
お
届
け

で
き
る
よ
う
腕
を
磨
き
ま
す
。
こ
れ

か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
過
去
最
高
の
来
場
者
数
を
記
録
し

た
「
牛
魔う

ま
っ

王
選
手
権
」
を
取
材
し
ま

し
た
。
全
国
放
送
の
テ
レ
ビ
番
組
で

も
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
盛
り
上
が
り

を
見
せ
る
津
山
の
牛
肉
文
化
。
そ
ん

な
津
山
の
ブ
ラ
ン
ド
牛
「
つ
や
ま
和

牛
」
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
企
画
を
開
催
中

で
す
。
家
族
や
友
人
と
つ
や
ま
和
牛

を
味
わ
い
ま
せ
ん
か
。
詳
し
く
は
、

14
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。（
☀☀
）

※津山文化センターでは、８月 27日にＮＨＫのど自慢を開催します。詳しくは、15ページをご覧ください
津山出身の陶芸家 白

し ら

石
い し

齊
ひとし

作左から南都さん、赤田さん、小坂田さん

グラフィックデザイナー  粟
あわ

津
づ

潔
きよし

作

屋根を支える斗栱構造

（
）

（
）

『まちの歴史を象徴する津山城の傍に建つ建築物は
古来の「城」に対して「現代の城」を設計する。
石垣の圧倒的量感と、なだらかな曲線に対応させ、
しかも市民のシンボルとして強く印象付けられること』

～津山文化センター設計テーマ～

①①

②②


