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伝
統
を
守
り
、「
祭
の
心
」を
伝
え
る

購入申込
受付中

ワシも知らぬような
美作国の歴史が書い
てあるそうじゃ。

美作国建国1300年記念歴史冊子

「みんなで学ぶ ふるさと美作のあゆみ」
　美作国の歴史を写真や図版を使って分かりやすく解説した歴史
冊子ができ上がりました。美作地域の歴史や文化、自然などを年
代別に紹介しています。

冊子概要　Ｂ５判、全148ページ、フルカラー
価格　1,500円（送料別）
発行部数　2,000部
申込方法　電話で、実行委員会に直接申し込む

美作国を歩こう！  美作国の街道歩き

「陶棺復元プロジェクトと美作の陶棺展」シンポジウム
とき　10月27日㈰　復元陶棺除幕式＝午後０時50分～、シンポジウム＝１時30分～
ところ　勝北文化センター（新野東）　テーマ　陶棺の謎に迫る
講師　光本順さん（岡山大学大学院准教授)、絹畠歩さん（奈良県立橿原考古学研究
　所技師)、豊島雪絵（市文化課主任) 
コーディネーター　尾上元規さん（県文化財課主幹）
※復元陶棺は、シンポジウム終了後、12月１日まで津山郷土博物館に展示します
問文化課（弥生の里文化財センター）☎24‐8413

■倉吉街道コース（１泊２日）
とき　11月６日㈬～７日㈭午前９時20分～午後６時
集合場所　津山駅またはPLANT５（鏡野町）
定員　20人（先着順）　参加費　13,800円　
見学場所　１日目＝新町宿場町、たたら記念館、奥
　津渓など、２日目＝妖精の森ガラス美術館、恩原
　高原、人形仙三十七人墓、人形仙母子地蔵など
宿泊　上斎原温泉 国民宿舎いつき（鏡野町）
締め切り　10月30日㈬

■勝間田宿・土居宿コース
とき　11月30日㈯午前８時～午後２時15分
集合場所　勝央町役場
定員　50人（先着順）　参加費　1,500円
見学場所　下山本陣、旧勝央町郷土美術館、土
　居西惣門、土居宿場資料館など
※土居駅～勝間田駅間はＪＲを利用します
締め切り　11月８日㈮

申込方法　所定の申込書（ホーム
　ページから印刷可）に記入して、
　ファクスまたは、Ｅメールで申
　し込む
問美作国建国1300年記念事業実行委員会☎35-3
　434535-3435ホームページhttp://www.mim
　asaka1300.org/　 info@mimasaka1300.org

■久世宿・勝山宿コース
とき　11月10日㈰午前８時45分～午後３時
集合場所　勝山文化センター（真庭市）
定員　50人（先着順）　参加費　2,500円
見学場所　旧遷喬尋常小学校、重願寺、龍玄寺跡、
　化生寺、玉雲宮、勝山町並み保存地区など
締め切り　11月１日㈮
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い
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城
下
町
・
津
山
に
秋
の
深
ま
り
を
告
げ
る

「
津
山
ま
つ
り
」。
そ
の
一
つ
、
徳
守
神
社

の
祭
り
に
花
を
添
え
、
だ
ん
じ
り
の
歴
史

と
伝
統
を
守
ろ
う
と
活
動
す
る
徳
守
祭
だ

ん
じ
り
若
頭
會
。
会
長
の
江
田
さ
ん
に
お

話
を
伺
い
ま
し
た
。

徳
守
祭
だ
ん
じ
り
若
頭
會
は
ど
の
よ
う
な

団
体
で
す
か
？

　
津
山
ま
つ
り
や
だ
ん
じ
り
の
歴
史
・
伝

統
を
守
り
、
受
け
継
い
で
い
こ
う
と
、
徳

守
神
社
の
氏
子
町
内
会
の
若
手
有
志
が
集

ま
り
、
平
成
24
年
５
月
に
結
成
し
ま
し
た
。

　
氏
子
町
内
会
は
40
以
上
あ
り
ま
す
が
、

全
て
の
町
内
会
が
毎
年
、
祭
り
に
参
加
す

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
、
祭
り
を
通
じ
た

つ
な
が
り
は
、
町
内
会
の
内
で
は
強
か
っ

た
の
で
す
が
、
町
内
会
同
士
の
交
流
は
あ

ま
り
活
発
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
会
で
は
、
各
町
内
会
の

若
手
が
集
ま
る
こ
と
で
、
つ
な
が
り
を
強

く
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
か
？

　
昨
年
は
、
祭
り
の
当
番
町
に
当
た
っ
て

い
な
い
会
員
も
参
加
し
て
、
祭
り
会
場
の

清
掃
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
み
ん
な
の
気
持
ち
を
一
つ
に
す

る
た
め
、
そ
ろ
い
の
袢は

ん

纏て
ん

を
新
調
し
ま
し

た
。
津
山
ま
つ
り
に
は
、
こ
の
袢
纏
を
全

員
が
着
て
参
加
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
会
員
同
士
の
つ
な
が
り
が
で

き
た
お
か
げ
で
、
だ
ん
じ
り
の
修
繕
・
整

備
で
の
相
談
や
各
だ
ん
じ
り
の
歴
史
な
ど
、

情
報
交
換
も
活
発
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
曳ひ

き
手
が
確
保
で
き
な
く
て

出
動
で
き
な
い
町
内
会
へ
の
援
助
や
交
通

整
理
の
応
援
な
ど
も
行
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

江
田
さ
ん
に
と
っ
て
、
津
山
ま
つ
り
と
は

何
で
す
か
？

　
わ
た
し
は
、
津
山
生
ま
れ
の
津
山
育
ち

で
す
。
幼
い
頃
か
ら
だ
ん
じ
り
の
太
鼓
や

鐘
の
音
、「
ソ
ー
ヤ
レ
、
ソ
ー
ヤ
レ
」
と

囃は
や

す
拍
子
を
聞
き
、
勇
壮
な
神み

輿こ
し

練
り
な

ど
を
見
て
、
育
ち
ま
し
た
。

　
だ
か
ら
、
祭
り
が
近
付
く
と
自
然
と
気

持
ち
が
高
ぶ
っ
て
き
ま
す
。
わ
た
し
の
人

生
に
と
っ
て
津
山
ま
つ
り
は
、
切
っ
て
も

切
り
離
せ
な
い
も
の
で
す
。

こ
の
活
動
を
通
じ
て
津
山
を
ど
う
し
て
い

き
た
い
で
す
か
？

　
津
山
ま
つ
り
の
だ
ん
じ
り
の
多
く
は
、

県
の
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
る
な
ど
、
歴

史
と
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
祭

り
は
他
に
類
を
見
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
先
輩
方
が
伝
統
を
守
り
、
伝
え
て

き
て
く
れ
た
お
か
げ
で
す
。
わ
た
し
た
ち

は
、
そ
の
伝
統
を
守
り
、
津
山
ま
つ
り
が

も
っ
と
魅
力
あ
る
祭
り
に
な
る
よ
う
に
盛

り
上
げ
て
、
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
う
す
る
こ
と
で
、
祭
り
を
愛
し
、
津

山
を
愛
す
る
人
が
増
え
て
く
れ
る
と
思
い

ま
す
。

袢
纏
を
粋
に
纏ま

と

い
、
腕
を
組
む
姿
は
、
ま

さ
に
祭
男
。
今
年
は
史
上
最
多
の
だ
ん
じ

り
が
津
山
ま
つ
り
に
繰
り
出
す
予
定
だ
そ

う
で
す
。
今
か
ら
、
楽
し
み
で
す
ね
。迫力あるだんじりの曳き廻

まわ

し


