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土居銀行だったことが
分かる装飾

金庫があった
ことを示す外
壁の装飾

土居銀行だった作州民
芸館（写真右）と銀行
が開行したときから残
るカウンター（写真上）

アーケードの柱の
跡が残る坪井町

たくさんの人力車が停まる大正９年
頃の津山駅（現在の津山口駅）
(江見写真館蔵）

昭和11年頃の
坪井町アーケ
ード(個人蔵）

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

動
　商
家
町

時
代
の
波
に
寄
り
添
っ
て
変
化
す
る
ま
ち

本来はこの辺りまで
軒があった

探してみよう

特集 城西地区を歩く
江戸時代からの歴史の移ろいが残る町並み

時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
、
歴
史
を
守
り
、
生
か
す

大正 15年に架けられた
翁橋は国の登録有形文化
財。アスファルト舗装の
路面の下から全国的にも
珍しいレンガ舗装が見つ
かった。

１軒の町家（写真右：大正６年頃）を昭和 23年
頃に改築して２軒で利用（写真左）。奥側の家の
２階の覆いの後ろには、昔ながらの建屋が隠れる。

明治以降、２階に座敷を設
ける町家が増えた。改築前
の屋根の位置が壁にうっす
らと残っている。

鉄
道
の
開
通
で
発
展
し
た
商
家
の
町

　
江
戸
時
代
、
城
西
地
区
に
住
む
商

人
は
、
城
東
地
区
に
比
べ
る
と
、
小

規
模
な
商
人
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
の
流
れ
が
変
わ
っ
た
の
が
、
明

治
31
年
（
１
８
９
８
）
の
中
国
鉄
道

（
現
在
の
Ｊ
Ｒ
津
山
線
）
の
開
通
で

し
た
。

　
そ
れ
ま
で
、
遠
方
へ
の
人
や
物
の

移
動
手
段
は
吉
井
川
の
舟
運
（
高
瀬

舟
）
が
主
流
で
、
城
東
地
区
が
津
山

城
下
の
玄
関
口
と
し
て
栄
え
て
い
ま

し
た
。

　
し
か
し
、
鉄
道
の
開
通
で
ま
ち
の

玄
関
口
が
、
津
山
駅
（
現
在
の
津
山

口
駅
）に
変
わ
り
ま
す
。こ
れ
に
よ
り
、

境
橋
を
渡
り
、
城
西
地
区
を
通
っ
て

旧
城
下
町
の
中
心
に
向
か
う
人
や
物

の
流
れ
が
生
ま
れ
、
城
西
地
区
の
商

家
が
一
気
に
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

作
州
民
芸
館
は
、
明
治
42
年

（
１
９
０
９
）
に
建
設
さ
れ
た
土
居

銀
行
津
山
支
店
で
、
当
時
の
城
西
地

区
の
繁
栄
ぶ
り
を
示
し
て
い
ま
す
。

昭
和
７
年
（
１
９
３
２
）
に
は
、
坪

井
町
に
津
山
初
の
ア
ー
ケ
ー
ド
が
で

き
、「
津
山
銀
座
」
と
呼
ば
れ
る
ほ

ど
で
し
た
。

将
来
を
見
据
え
車
社
会
に
対
応

　
時
代
の
流
れ
に
合
わ
せ
た
町
の
動

き
と
し
て
特
徴
的
な
の
が
、
西
今
町

の
「
軒の

き

切ぎ
り

」
で
す
。
町
全
体
で
家
の

軒
先
を
短
く
切
り
取
っ
た
の
で
す
。

　
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
徐
々
に

自
動
車
が
普
及
し
て
い
く
中
、
人
や

物
の
移
動
に
よ
る
町
の
に
ぎ
わ
い
を

保
つ
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
や
バ
ス
な
ど

の
大
型
車
が
通
る
の
に
邪
魔
な
軒
を
、

町
で
一
斉
に
改
修
し
ま
し
た
。
津
山

市
議
会
の
議
事
録
か
ら
、
昭
和
12
年

（
１
９
３
７
）
頃
の
こ
と
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

　
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
時
代
の
流

れ
に
合
わ
せ
て
変
化
し
て
い
っ
た
様

子
が
、
町
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
残

っ
て
い
ま
す
。

未
来
に
向
け
た
保
存
と
活
用

　
歴
史
的
に
価
値
が
あ
る
町
並
み
を

地
域
の
資
源
と
し
て
観
光
な
ど
に
生

か
し
な
が
ら
残
し
て
い
く
取
り
組
み

を
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
進
め

て
い
き
ま
す
。

　
皆
さ
ん
も
城
西
地
区
を
歩
き
な
が

ら
、
津
山
の
歴
史
の
移
ろ
い
に
触
れ

る
小
旅
を
し
ま
せ
ん
か
。

　
平
成
23
年
に
立
ち
上
げ
た
ま
ち
づ

く
り
協
議
会
で
は
、
防
災
防
犯
・
福

祉
・
ま
ち
づ
く
り
の
３
つ
の
部
会
で

活
動
し
て
い
ま
す
。
江
戸
か
ら
明

治
・
大
正
・
昭
和
と
、
大
き
く
変
化

す
る
時
代
に
対
応
し
て
き
た
、
ま
ち

の
気
質
を
受
け
継
ぎ
、
歴
史
を
生
か

し
た
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
に
住
民
一

丸
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

津
山
ま
ち
の
駅 

城
西
（
作
州
民

芸
館
）
で
の
野
菜
と
魚
の
市
、
ま
ち

の
駅 

城
西
浪
漫
館
な
ど
で
の
野
菜

や
弁
当
の
販
売
は
、
地
域
の
商
店
が

次
々
と
閉
店
す
る
中
で
、
交
通
手
段

が
な
く
困
っ
て
い
た
地
域
の
高
齢
者

の
声
を
受
け
、
ま
ち
の
象
徴
的
な
建

物
を
活
用
し
て
始
め
た
も
の
で
す
。

　
津
山
城
西
ま
る
ご
と
博
物
館
フ
ェ

ア
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
に
加
え
、
町
家

を
活
用
し
た
飲
食
店
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
開
業
、
作
州
絣が

す
り

の
復
興
、
宗
派
を

超
え
た
若
い
僧
の
活
動
な
ど
、
新
し

い
取
り
組
み
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　
重
伝
建
の
選
定
を
受
け
、
ま
ち
づ

く
り
部
会
で
は
、
歴
史
を
生
か
す
景

観
の
整
備
、
土
産
物
の
開
発
や
イ
ベ

ン
ト
の
企
画
な
ど
、
新
た
に
人
を
呼

び
込
む
方
法
を
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

　

城
西
浪
漫
館
で
は
、
津
山
藩
医 

宇う

田だ

川が
わ

榕よ
う

菴あ
ん

の
記
録
を
元
に
江
戸
時

代
の
味
の
再
現
に
取
り
組
ん
だ
「
榕

菴
珈コ

ー

琲ヒ
ー

」
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
津

山
洋
学
資
料
館
や
榕
菴
の
話
に
ち
な

ん
で
珈
琲
を
提
供
す
る
店
な
ど
が
あ

る
城
東
地
区
と
協
力
し
な
が
ら
「
珈

琲
の
ま
ち
津
山
」
を
楽
し
ん
で
も
ら

う
仕
掛
け
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

　
建
造
物
の
維
持
、
細
い
街
路
へ
の

緊
急
車
両
の
進
入
方
法
な
ど
、
歴
史

の
跡
を
残
す
こ
と
へ
の
課
題
も
あ
り

ま
す
。
先
人
た
ち
が
築
い
て
き
た
も

の
を
守
り
、
生
か
し
て
い
く
方
法
を
、

み
ん
な
で
知
恵
を
出
し
合
い
な
が
ら

考
え
て
い
き
た
い
で
す
。

津山市城西まちづくり
協議会会長　髙須昌明さん

軒切された町並み軒切された町並み

作州民芸館作州民芸館


