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特集 壱
県指定重要有形民俗文化財

だ
ん
じ
り
に
乗
っ
た
思
い
出
を

　
　
　
　
　
　

子
ど
も
た
ち
に

●津山だんじり保存会館ホームページ
　http://danjiri-jp.net/
●津山だんじりデータベース
　（タッチパネル式端末機）
　設置場所　作州城東屋敷（中之町）
　　　　　　作州民芸館（西今町）
●津山だんじり特別展
　とき　10月31日㈯まで
　ところ　城西浪漫館（田町）
●作州城東屋敷だんじり展示館（中之町）
　龍鷹䑓、龍宝䑓、勢龍楼、麒麟䑓が保管・展示されています

　文化財に指定されているだ
んじりのほかにも、多数のだ
んじりが他の各町内によって
造られ、同じように守り受け
継がれながら、各地区の祭り
を盛り上げています。

　左記で津山にあるだんじり
を知ることができます。ぜひ
ご覧ください。

①飛龍䑓（新魚町）　②鳳龍䑓（安
岡町）　③鯱若䑓（小性町）　④松
栄䑓（東松原）

⑤紅葉䑓（京町）　⑥東雲䑓（堺町）
⑦龍鷹䑓（東新町）　⑧麒麟䑓（元
魚町）
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じ
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じ
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宮
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山
初
代
藩
主
・
森
忠
政
が
慶
長
９

年
（
１
６
０
４
）
に
総
鎮
守
・
徳

守
神
社
を
再
興
し
て
間
も
な
く
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
祭
礼
。
現
在
の
だ
ん
じ
り
に
あ

た
る
も
の
の
記
録
は
、
寛
文
７
年
（
１
６

６
８
）
か
ら
見
ら
れ
、
24
町
が
練
り
物
を

出
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

血
気
盛
ん
な
祭
り
人
た
ち
。
衝
突
も
多

く
、
城
下
の
治
安
維
持
の
た
め
度
々
禁
止

令
が
出
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
宝
永
４
年

（
１
７
０
７
）
に
は
大
隅
神
社
の
祭
礼
に

も
練
り
物
が
出
さ
れ
、
以
後
恒
例
と
な
り

ま
し
た
。ど

も
を
乗
せ
太
鼓
を
た
た
か
せ
る

「
神み

輿こ
し

太
鼓
」
か
ら
発
展
し
た
現

在
の
津
山
だ
ん
じ
り
が
祭
り
に
登
場
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
に
な

っ
て
か
ら
。
現
存
す
る
最
も
古
い
津
山
だ

ん
じ
り
は
、
宮
脇
町
の
簾れ

ん

珠じ
ゅ

䑓だ
い

で
文
政
３

年
（
１
８
２
０
）
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
20
数
年
の
間
に
県
の
重
要
有
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
津
山
だ
ん

じ
り
の
ほ
と
ん
ど
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
工
匠
た
ち
が
精
魂
込
め
て
彫
り

上
げ
た
生
命
力
あ
ふ
れ
る
彫
り
物
と
神

社
・
仏
閣
の
建
築
様
式
を
取
り
入
れ
た
技

は
見
事
な
も
の
。
彫
刻
に
は
龍り

ゅ
う

、
麒き

り
ん麟

、

鷹た
か

な
ど
や
神
話
、
伝
説
を
基
に
し
た
も
の

が
見
ら
れ
、
だ
ん
じ
り
の
名
前
の
由
来
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。

と
も
と
は
担
い
で
威
勢
を
競
っ
た

だ
ん
じ
り
も
、
幕
末
か
ら
明
治
に

か
け
て
徐
々
に
変
化
し
、
大
正
、
昭
和
初

期
に
は
台
車
に
乗
せ
て
曳ひ

く
現
在
の
形
態

が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
乗
り
子
」
と
呼
ば
れ
る
子
ど
も
た
ち

を
乗
せ
、
力
強
く
だ
ん
じ
り
を
曳
く
「
曳

き
手
」、
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
後
ろ
で
見

守
る
「
押
し
役
」。
そ
の
順
列
の
様
子
に

は
、
地
域
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を

大
切
に
育
ん
で
き
た
津
山
の
伝
統
が
感
じ

ら
れ
ま
す
。

　

宮
脇
町

の
簾
珠
䑓

は
最
も
古

い
津
山
だ

ん
じ
り
と

い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、

実
は
昭
和
51
年
ご
ろ
ま
で
、
壊
れ
た
ま
ま

で
倉
庫
に
置
か
れ
て
い
た
状
態
だ
っ
た
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
自
身
は
幼
い

こ
ろ
に
だ
ん
じ
り
に
乗
っ
た
記
憶
は
な
い

ん
で
す
ね
。
学
生
の
時
、
町
内
の
子
ど
も

た
ち
を
だ
ん
じ
り
に
乗
せ
て
や
り
た
い
、

簾
珠
䑓
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
い
う
動
き
が

起
こ
り
、
町
内
の
方
が
奔
走
し
ま
し
た
。

　

今
年
の
津
山
ま
つ
り
（
徳
守
神
社
）
は

例
年
よ
り
大
き
な
規
模
で
、
17
䑓
の
だ
ん

じ
り
が
出
動
し
ま
す
。
だ
ん
じ
り
は
、
歴

史
的
に
は
２
～
３
年
お
き
に
出
動
す
る
の

が
正
式
な
よ
う
で
す
が
、
宮
脇
町
は
今
年

で
６
年
連
続
し
て
出
動
し
ま
す
。
世
帯
数

は
25
世
帯
と
少
な
い
の
で
す
が
、
毎
年
50

人
ほ
ど
の
曳
き
手
が
集
ま
り
ま
す
。
市
外

に
出
た
人
た
ち
が
自
分
の
子
ど
も
を
連
れ

て
戻
っ
て
き
た
り
、
会
社
の
友
人
を
連
れ

て
き
た
り
…
。
祭
り
の
時
は
み
ん
な
が
町

内
の
住
民
に
な
る
の
で
す
。
祭
り
は
人
と

人
と
を
つ
な
い
で
い
く
も
の
だ
と
実
感
し

ま
す
ね
。

　

子
ど
も
た
ち
は
だ
ん
じ
り
に
乗
る
こ
と

を
本
当
に
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
う
ち

の
町
内
で
は
、
小
学
６
年
に
な
る
と
だ
ん

じ
り
の
鐘
を
た
た
か
せ
て
も
ら
え
て
「
乗

り
子
」
を
卒
業
。
そ
し
て
中
学
か
ら
は
曳

く
側
に
ま
わ
り
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
に
だ
ん
じ
り
に
乗
っ
た
思

い
出
を
作
っ
て
や
る
こ
と
が
、
祭
り
の
歴

史
と
文
化
を
継
承
し
て
い
く
こ
と
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

簾
れ ん じ ゅ

珠䑓
だ い

（宮脇町）

群
ぐ ん

龍
りゅう

䑓（戸川町）

隼
はやぶさ

  䑓（新職人町）

紅
こ う よ う

葉䑓（京町）

東
し の の め

雲䑓（堺町）

龍
りゅう

虎
こ

䑓（下紺屋町）

飛
ひ

龍
りゅう

䑓（新魚町）

雙
そ う

龍
りゅう

䑓（吹屋町）

錨
びょう

龍
りゅう

䑓（鍛冶町）

麟
り ん

龍
りゅう

䑓（船頭町）

巻
け ん

龍
りゅう

䑓（伏見町）

龍
りゅう

珠
じ ゅ

䑓（坪井町）

鰕
え び

若
わ か

䑓（西今町）

錦
き ん

亀
し

䑓（茅町）

（安岡町）鳳
ほ う

龍
りゅう

䑓
だ い

（福渡町）龍
りゅう

輦
れ ん

䑓
（小性町）鯱

しゃち

若
わ か

䑓
（二階町）鶴

か く

龍
りゅう

䑓
（元魚町）麒

き

麟
り ん

䑓
（河原町）桜

さくら

　若
わ か

（東新町）龍
りゅう

鷹
よ う

䑓
（西新町）龍

りゅう

宝
ほ う

䑓
（中之町）勢

せ い

龍
りゅう

楼
ろ う

（勝間田町）麒
き

麟
り ん

䑓
（古林田）鳳

ほ う

凰
お う

䑓
（東松原）松

しょう

栄
え い

䑓
（玉琳）玉

た ま

獅
じ

子
し

䑓
（総社東）亀

き っ

甲
こ う

䑓
※䑓の並びは安政の出動順を
　一部参考にしています


