
特  集

2010.3 45 2010.3

新津山洋学資料館 開館

【開館記念特別行事】

【常設展示】

開国から明治維新、
激動する時代の中で
洋学の重要性が高ま
っていきます。展示
室[３]では日本の近
代化に貢献した津山
の洋学者たちに迫り
ます

展示室[１]では『解
体新書』など蘭学が
始まったころの資料
や、津山藩に初めて
蘭学をもたらした宇
田川玄随、玄真、榕
菴の業績を紹介

欧米諸国から開国を
迫られた幕末。津山
藩医・箕作阮甫はア
メリカやロシアとの
交渉で力を尽くしま
す。展示室[２]では
阮甫の生涯と省吾、
秋坪を紹介

プロローグは西洋か
らの「知」の入り口
であった出島をイメ
ージ。洋学がどのよ
うに発達していった
のか、歴史をたどる
旅の出発です

　開館記念講演会
とき　３月28日㈰
　　　午後１時30分～３時
演題　盆地の知性は世界へ
講師　樺山紘一さん（印刷
　博物館館長・元国立
　西洋美術館館長）

  開館記念企画展
「工芸にみる江戸の

  オ  ラン

阿蘭
  ダ

陀趣味～神戸市立博物館
所蔵名品選～」
とき　３月19日㈮～４月
　18日㈰

　　新館開館式
オランダ・シーボルトハウ
スとの友好提携館締結調印式
も併せて行います
とき　３月19日㈮
　　　午前10時～

人体に隠された科　　　　

日本の近代化と津山　　　　

　　　　り来たる

　　　　開かれていく眼 の洋学者

学への扉知は海よ

世界へと

プロローグ室

展示室[２]

展示室[１]

展示室[３]

津
山
と
洋
学

　

江
戸
時
代
の
日
本
は
、
鎖
国
に
よ
っ
て

外
国
と
の
交
流
を
制
限
し
て
い
ま
し
た
。

西
洋
諸
国
の
う
ち
で
唯
一
交
流
の
あ
っ
た

の
が
オ
ラ
ン
ダ
で
、
学
者
た
ち
は
オ
ラ
ン

ダ
語
を
通
じ
て
西
洋
の
学
問
や
文
化
を
取

り
入
れ
よ
う
と
し
て
、
和オ

ラ
ン
ダ蘭
の
学
問
（
蘭

学
）
が
生
ま
れ
ま
す
。
津
山
藩
か
ら
は
、

蘭
学
や
洋
学
（
よ
り
広
い
意
味
で
西
洋
の

学
術
の
こ
と
）
を
研
究
し
た
洋
学
者
が
た

く
さ
ん
出
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
的
存
在

だ
っ
た
の
が
、
宇う

田だ

川が
わ

家
と
箕み

つ
く
り作
家
で
す
。

近
代
科
学
を
紹
介
し
た
宇
田
川
三
代

　

津
山
に
本
格
的
に
洋
学
を
紹
介
し
た
の

は
宇
田
川
玄げ

ん
ず
い随
で
す
。
玄
随
は
江
戸
詰
の

津
山
藩
医
で
、
杉
田
玄げ

ん
ぱ
く白
や
桂
川
甫ほ

し
ゅ
う周
に

学
び
、
10
年
と
い
う
歳
月
を
か
け
て
『
西せ

い

説せ
つ

内な
い

科か

撰せ
ん

要よ
う

』
と
い
う
日
本
で
最
初
の
内

科
医
学
書
を
翻
訳
し
、 

紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

玄
随
の
跡
を
継
い
だ
の
は
伊
勢
出
身

の
玄げ

ん

真し
ん

で
す
。
玄
真
が
刊
行
し
た
外
科

書
『
医い

範は
ん

提て
い

綱こ
う

』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な

り
「
大
腸
」
や
「
小
腸
」
な
ど
体
の
器
官

の
う
ち
、
こ
の
本
で
名
前
が
定
着
し
た
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
リ
ン
パ
腺
の

「
腺せ

ん

」
や
膵
臓
の
「
膵す

い

」
は
、
実
は
玄
真

が
考
え
て
作
っ
た
文
字
で
す
。

　

ま
た
、
玄
真
は
緒
方
洪こ

う

庵あ
ん

ら
た
く
さ
ん

の
弟
子
を
育
て
て
い
て
「
蘭
学
中
期
の
立

役
者
」
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

玄
真
の
養
子
と
な
っ
た
榕よ

う

菴あ
ん

は
、
医
学

だ
け
で
な
く
植
物
学
や
化
学
へ
と
研
究
を

広
げ
て
、
日
本
で
最
初
の
本
格
的
な
植
物

学
書
『
植し

ょ
く
が
く
け
い
げ
ん

学
啓
原
』
や
化
学
書
『
舎セ

イ
ミ密

開か
い

宗そ
う

』
を
刊
行
。「
日
本
近
代
科
学
の
生

み
の
親
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
動
物
学
や
西
洋
音
楽
の
研
究
を

始
め
、
温
泉
の
成
分
分
析
を
行
っ
た
り
、

コ
ー
ヒ
ー
を
調
べ
た
り
、
オ
ラ
ン
ダ
カ
ル

タ
（
ト
ラ
ン
プ
）
を
模
写
し
た
り
と
、
そ

の
旺
盛
な
好
奇
心
に
は
驚
か
さ
れ
る
ば
か

り
。
榕
菴
は
ま
さ
に
マ
ル
チ
学
者
だ
っ
た

の
で
す
。

箕
作
阮
甫
の
活
躍

　

代
々
江
戸
詰
の
宇
田
川
家
に
対
し
、
箕

作
阮
甫
は
津
山
で
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。

西
新
町
に
は
旧
宅
が
残
っ
て
い
る
の
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
一
番
な
じ
み
が

深
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

阮
甫
の
功
績
で
最
も
大
き
い
の
は
た
く

さ
ん
の
翻
訳
書
や
著
書
を
刊
行
し
て
西
洋

文
化
を
紹
介
し
た
こ
と
で
、
そ
の
著
書
は

積
み
上
げ
る
と
背
丈
の
高
さ
に
な
っ
た
と

か
。
ペ
リ
ー
来
航
時
に
は
ア
メ
リ
カ
の
国

書
を
翻
訳
、
ロ
シ
ア
か
ら
プ
チ
ャ
ー
チ
ン

が
来
航
し
た
時
に
は
交
渉
団
の
一
員
と
し

て
長
崎
へ
赴
く
な
ど
、
外
交
交
渉
に
活
躍
。

ま
た
、
幕
府
が
洋
学
者
を
育
成
す
る
た
め

に
蕃ば

ん
し
ょ
し
ら
べ
し
ょ

書
調
所
（
後
の
東
京
大
学
）
を
設
立

す
る
と
、
初
代
教
授
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
た
め
阮
甫
は
「
大
学
教
授
の
第
一

号
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
す
。

阮
甫
の
子
孫
た
ち

　

阮
甫
の
養
子
と
な
っ
た
省し

ょ
う
ご吾
は
地
理
書

『
新し

ん

製せ
い

輿よ

地ち

全ぜ
ん

図ず

』
と
『
坤こ

ん

輿よ

図ず

識し
き

』
を

刊
行
。
坂
本
龍
馬
や
吉
田
松し

ょ
う
い
ん陰、
桂
小
五

郎
ら
幕
末
の
志
士
が
愛
読
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
く
養
子
と
な
っ
て

箕
作
家
を
継
い
だ
秋し

ゅ
う
へ
い坪
は
、
幕
末
に
２
度

も
外
交
交
渉
の
た
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ロ
シ

ア
へ
と
派
遣
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

開
国
と
い
う
大
き
な
時
代
の
波
を
越
え
、

阮
甫
の
孫
た
ち
は
海
外
へ
と
飛
び
立
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
麟あ

き
よ
し祥
は
フ
ラ
ン
ス

法
典
の
大
家
と
な
り
、
大だ

い
ろ
く麓
は
数
学
者
、

佳か

吉き
ち

は
動
物
学
者
、
元げ

ん
ぱ
ち八
は
西
洋
史
学
者

と
な
っ
て
、
学
術
・
教
育
の
面
か
ら
明
治

の
日
本
を
支
え
た
の
で
す
。

地
元
で
活
躍
し
た
医
師
た
ち

　

一
方
郷
土
津
山
で
も
、
杉
田
玄
白
の
愛ま

な

弟
子
・
小
林
令れ

い

助す
け

や
、
医
師
で
自
由
民
権

運
動
に
も
参
加
し
た
仁
木
永え

い

祐す
け

、
藩
主
夫

人
の
乳
が
ん
摘
出
手
術
を
成
功
さ
せ
た
久く

原は
ら

洪こ
う

哉さ
い

な
ど
、
洋
学
を
学
ん
だ
医
師
た
ち

が
地
域
医
療
や
教
育
分
野
で
活
躍
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
立
派
な
業
績
を
上
げ
、
さ

ま
ざ
ま
な
活
躍
を
し
た
洋
学
者
た
ち
を
大

勢
輩
出
し
た
こ
と
か
ら
、
津
山
は
「
洋
学

の
ま
ち
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。


