
研
究
成
果
を

　
　
　
　

公
開
し
て
い
ま
す

平
成
28
年
度
美
作
学
講
座

 

┃ 

津
山
市
史
関
連
研
究
か
ら 

┃ 

■ 

第
３
回
「
美
作
の
古
代
史
」

と 

き　

10
月
１
日
㈯
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

講 

師　

今
津
勝
紀
さ
ん
（
津
山
市
史
編
さ
ん

委
員
）

■ 

第
４
回
「
津
山
藩
の
妊
娠
・
出
産
管
理
政

策
か
ら
み
た
「
女
」
と
「
子
ど
も
」
の
い

の
ち
」

と 

き　

12
月
３
日
㈯
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

講 

師　

沢
山
美
果
子
さ
ん
（
津
山
市
史
近
世

編
執
筆
者
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
こ
ろ　

美
作
大
学
（
北
園
町
）

※
申
し
込
み
不
要

生
涯
学
習
課
☎
32
‐
２
１
１
８

『
津
山
市
史
だ
よ
り
』
と
『
津
山

市
史
研
究
』
を
提
供
中

　

研
究
成
果
を

論
文
や
研
究
ノ

ー
ト
と
し
て
、

市
民
の
皆
さ
ん

に
発
表
、
提
供

し
て
い
ま
す
。

■
津
山
市
史
だ
よ
り
＝
無
料

■
津
山
市
史
研
究
＝
８
百
円

提
供
場
所　

津
山
郷
土
博
物
館
（
山
下
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

津
山
市
史
編
さ
ん
室
☎
22
‐
４
５
６
７

市
史
編
さ
ん
に

　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

教
え
て
く
だ
さ
い
！

■
地
域
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と

　

民
俗
・
民
話
の
調
査
で
は
、
文
字
に
残
さ

れ
な
い
歴
史
を
記
録
す
る
た
め
に
聞
き
取
り

調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
地
域
に
伝
わ
っ
て

い
る
こ
と
や
、
両
親
・
祖
父
母
か
ら
聞
い
た

こ
と
、
大
正
・
昭
和
の
暮
ら
し
な
ど
、
教
え

て
く
だ
さ
い
。

連
絡
く
だ
さ
い
！

■
古
い
書
籍
、
古
い
写
真

　

ご
自
宅
に
あ
る
古
い
書
籍
、
古
い
ア
ル
バ

ム
な
ど
、
貴
重
な
資
料
に
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

こ
ん
な
時
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

・ 「
津
山
で
空
き
家
に
な
っ
て
い
る
実
家
を

壊
す
予
定
な
の
で
、
蔵
に
あ
る
古
い
も
の

を
見
て
ほ
し
い
」

・ 「
古
い
書
類
が
あ
る
。
汚
い
け
ど
、
歴
史

的
に
重
要
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
」

・ 「
古
い
写
真
が
出
て
き
た
。
誰
が
写
っ
て

い
る
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
特
別
な
写
真

で
も
な
さ
そ
う
だ
け
ど
、
博
物
館
に
連
絡

し
た
方
が
い
い
か
な
」

　

市
史
編
さ
ん
に
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
協

力
が
不
可
欠
で
す
。

市
民
全
員
で
新
し
い
津

山
市
史
を
作
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

　

古
い
も
の
を
見
つ
け

た
際
に
は
、
処
分
す
る

前
に
ご
一
報
く
だ
さ
い
。

津
山
市
史
編
さ
ん
室

　

☎
22
‐
４
５
６
７

自
然
風
土
・
考
古
部
会
（
人
間

の
生
活
基
盤
と
し
て
の
津
山
の
自
然
と
主

に
埋
蔵
文
化
財
か
ら
見
た
津
山
を
執
筆
）

状
況
報
告

　
「
考
古
」
資
料
編
に
掲
載
す
る
遺
跡
を
、

時
代
や
地
域
性
を
考
慮
し
て
、
旧
石
器
時

代
か
ら
近
世
ま
で
の
約
２
４
０
遺
跡
に
絞

り
込
み
、
執
筆
担
当
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
須
恵
器

の
窯
跡
の
電
磁
調

査
に
よ
り
窯
跡
の

場
所
が
、
あ
る
程

度
特
定
で
き
る
の

で
は
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

古
代
部
会
（
美
作
国
の
成
立
前
か
ら
平

安
時
代
末
期
ま
で
を
執
筆
）

状
況
報
告

　
「
古
代
・
中
世
」
資
料
編
に
つ
い
て
中
世

部
会
と
調
整
し
、
記
述
す
る
内
容
な
ど
の

概
略
を
決
定
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
資

料
の
調
査
・
整
理

を
行
い
ま
す
。
昨

年
度
は
、
美
作
国

の
官
道
沿
い
の
白

鳳
寺
院
跡
や
郡ぐ
ん
が衙

の
跡
な
ど
の
現
地

調
査
も
実
施
し
ま

し
た
。

中
世
部
会
（
平
安
時
代
末
期
か
ら
森
忠

政
の
美
作
国
入
封〈
土
地
を
与
え
ら
れ
て
大

名
が
そ
の
領
地
に
入
る
こ
と
〉ま
で
を
執
筆
）

状
況
報
告

　
「
古
代
・
中
世
」
資
料
編
の
作
成
過
程
で
、

す
で
に
文
献
か
ら
活
字
化
さ
れ
て
い
る
資

料
で
も
、
間
違
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
事

例
が
あ
っ
た
の
で
、
原
本
か
写
真
を
確
認

す
る
た
め
、
市
内
各

所
で
の
資
料
調
査
の

ほ
か
、
奈
良
文
化
財

研
究
所
（
奈
良
県
）

な
ど
市
外
に
も
出
向

き
、
古
文
書
の
原
本

を
確
認
し
ま
し
た
。

近
世
部
会
（
森
忠
政
の
美
作
国
入
封
か

ら
廃
藩
置
県
ま
で
を
執
筆
）

状
況
報
告

　
「
近
世
」
資
料
編
に
掲
載
す
べ
き
候
補
を

絞
り
込
む
た
め
、
津
山
郷
土
博
物
館
が
所

蔵
す
る
文
書
群
の
選
別
会
を
実
施
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
通
史
編

に
つ
い
て
、
森
家

が
美
作
国
を
統
治

し
た
時
代
の
大
ま

か
な
内
容
構
成
と
、

執
筆
分
担
を
決
め

ま
し
た
。

近
現
代
部
会
（
廃
藩
置
県
か
ら
平
成

の
市
町
村
合
併
に
よ
る
新
・
津
山
市
の
誕

生
ま
で
を
執
筆
）

状
況
報
告

　

各
支
所
・
出
張
所
で
保
管
さ
れ
て
い
る

行
政
文
書
や
、
市
内
の
歴
史
民
俗
資
料
館

の
保
存
資
料
、
津
山
郷
土
博
物
館
が
所
蔵

す
る
資
料
な
ど
の
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
旧
津
山
町
議
会

議
事
録
の
調
査
・
撮
影
、

堂
尾
地
区
で
の
自
由
民

権
関
連
の
聞
き
取
り
調

査
な
ど
を
行
い
、
通
史

編
に
つ
い
て
、
執
筆
分

担
を
決
め
ま
し
た
。

民
俗
部
会
（
津
山
の
民
俗
や
民
話
な
ど

を
執
筆
）

状
況
報
告

　

市
内
各
地
を
回
っ
て
、
地
域
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
項
目
の
聞
き
取
り
調
査
を
進

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
阿
波
民
具
展
示
館

や
、
市
内
に
あ
る
歴
史
民
俗
資
料
館
な
ど

に
あ
る
民
具
の
撮
影
を
行
う
な
ど
、
調
査

を
進
め
ま
し
た
。
民
話
に

つ
い
て
も
、
公
民
館
や
地

域
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力
を

い
た
だ
き
、
市
内
各
所
で

延
べ
約
１
０
０
人
の
方
々

か
ら
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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研
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状
況
報
告

森
家
２
代
目
藩
主
長な

が
つ
ぐ継

に
ゆ
か
り
の
隠い

ん
げ
ん元

の
書

　

こ
の
書
は
、
寛
文
４
年
（
１
６
６
４
）
の
暮
れ
に
50
回
忌
を
迎
え
た
渓け
い
か
い
ん

花
院
（
津
山
藩
主

森
長
継
の
生
母
）
を
供
養
す
る
た
め
、
長
継
が
来
日
僧
で
あ
る
隠
元
に
依
頼
し
て
書
か
れ
た

七
言
律
詩
（
漢
詩
に
お
け
る
代
表
的
な
型
の
一
つ
）
で
、
平
成
26
年
末
に
倉
敷
市
内
の
寺
院

で
見
つ
か
り
、
そ
の
後
、
隠
元
の
真
筆
と
判
明
し
た
も
の
で
す
。
隠
元
は
、
黄お
う
ば
く
し
ゅ
う

檗
宗
と
い
う

宗
派
を
日
本
で
広
め
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ゲ
ン
豆
や
煎
茶
、
原
稿
用
紙
や
明
朝
体
な
ど
の

中
国
文
化
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

黄
檗
宗
へ
の
信
仰
心
が
厚
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
長
継
が
作
っ
た
と
さ
れ
る
千
年
寺
（
下
田

邑
）
の
逆
修
塔
と
と
も
に
、
そ
の
信
仰
心
を
伺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
す
。

　

嘉
永
３
年
（
１
８
５
０
）
に
紀
伊
半
島

沖
か
ら
漂
流
中
に
ア
メ
リ
カ
商
船
に
救
助

さ
れ
た
備
中
国
出
身
の
徳
兵
衛
の
話
を
記

し
た
「
漂
流
記
」
が
、
近
世
部
会
で
津
山

郷
土
博
物
館
の
資
料
を
改
め
て
調
査
し
て

い
る
過
程
で
、
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
徳
兵

衛
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
船
や
異
国
で
体
験
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
「
漂
流
記
」
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
に

は
、
津
山
の
町
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
徳
兵
衛
と
津
山
の
町
人
と
の
関
係

は
不
明
で
す
が
、
ペ
リ
ー
来
航
・
日
本
開

国
の
衝
撃
的
な
で
き
ご
と
に
よ
っ
て
、
津

山
の
町
人
の
間
で
も
異
国
へ
の
関
心
が
高

ま
っ
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
貴
重
な
資

料
で
す
。

江
戸
時
代
、
ア
メ
リ
カ
船

に
救
助
さ
れ
た
備
中
国
出

身
・
徳
兵
衛
の
「
漂
流
記
」

【
口
語
訳
】

　

ふ
っ
と
思
い
出
す
と
、
亡
き
母
親
の
面
影
が
見

え
、
ま
る
で
仏
様
の
光
が
照
り
返
す
よ
う
に
、
心

の
奥
深
く
の
暗
闇
を
明
る
く
し
て
く
れ
る
。
に
わ

か
に
空
に
は
高
大
な
山
が
出
現
し
、
さ
ら
に
そ
の

上
に
神
聖
な
星
が
顕

あ
ら
われ

る
。

　

母
へ
の
ほ
ん
の
一
言
の
言
葉
が
道
を
切
り
開
き
、

天
か
ら
受
け
た
運
命
を
め
ぐ
ら
す
。
ち
ょ
っ
と
し

た
言
葉
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
母
の
霊
を
呼
び

覚
ま
す
。

　

孝
行
の
道
は
全
力
で
彰あ

ら

わ
せ
ば
、
そ
の
名
は
ま

す
ま
す
重
み
を
増
す
。
長
継
公
は
怨
み
も
情
け
も

関
わ
り
な
く
広
い
心
で
、
自
ら
の
徳
を
は
か
り
考

え
て
民
を
治
め
、
そ
の
評
判
の
高
さ
は
広
く
世
に

伝
わ
る
。

　

母
の
命
は
月
下
美
人
の
よ
う
に
美
し
く
も
は
か

な
い
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
、
の
ど
か
な

場
所
で
の
ん
び
り
と
咲
か
せ
た
い
。
母
を
手
厚
く

供
養
し
て
蓮
の
台
に
導
く
こ
と
で
、
奥
深
く
素
晴

ら
し
い
悟
り
へ
の
筋
道
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。

新たに見つかった隠元の書

備中国出身・徳兵衛の「漂流記」
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