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寛政 4 年 (1792)10 月 19 日、宇田川玄随の指導によって作州で寛政 4 年 (1792)10 月 19 日、宇田川玄随の指導によって作州で

初めての人体解剖が実施されています。これに玄随の推挙で参初めての人体解剖が実施されています。これに玄随の推挙で参

加した一人に田外玄洞という町医師がいました。玄洞の墓所は加した一人に田外玄洞という町医師がいました。玄洞の墓所は

津山駅から国道 53 号線を 4km 南下した高尾地区の皿川と津山線津山駅から国道 53 号線を 4km 南下した高尾地区の皿川と津山線

に挟まれた狭隘な場所にあります。墓石には「清流院洗耳坊白に挟まれた狭隘な場所にあります。墓石には「清流院洗耳坊白

蘿居士」、右側には「辞世 夢の間や覚めて浮世の衣替」、左側蘿居士」、右側には「辞世 夢の間や覚めて浮世の衣替」、左側

には「門人建立」、背面には「俗名 田外玄洞」と刻まれていまには「門人建立」、背面には「俗名 田外玄洞」と刻まれていま

す。墓石に没年月日はありませんが、過去帳から文政 7年 (1824) す。墓石に没年月日はありませんが、過去帳から文政 7年 (1824) 

8 月 2 日であったことが分かっています。8月 2日であったことが分かっています。
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令
和
６
年
に
出
版
か
ら
２
５
０
年
を
迎
え
た
『
解
体
新
書
』
は
医
学
の
飛
躍
的

な
発
展
と
、「
蘭ら
ん

学が
く

」
の
広
ま
り
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
に
、
中
津
藩

医
の
前ま
え

野の

良り
ょ
う

沢た
く

が
関
わ
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
江
戸
の
中
津
藩
邸
で
始
ま
っ

た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
企
画
展
は
、「
蘭
学
・
洋
学 

三さ
ん

津し
ん

同
盟
」
事
業
の
一
環
と
し
て
、「
蘭
学
胎
動
の
地
」
と
も
い
え
る
中
津
藩
の
「
蘭
学
」

に
注
目
し
ま
し
た
。

「
蘭
学
の
泉
は
こ
こ
に
」
で
は
『
解
体
新
書
』
の
基
と
な
っ
た
『
タ
ー
ヘ
ル
・

ア
ナ
ト
ミ
ア
』
を
紹
介
し
ま
し
た
。
前
野
良
沢
や
杉す
ぎ

田た

玄げ
ん

白ぱ
く

ら
が
翻ほ
ん

訳や
く

し
た
こ
の
本 

は
、
オ
ラ
ン
ダ
語
版
で
し
た
が
、
も
と
も
と
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
原
著
で
あ
る
ド
イ
ツ
語
版
と
オ
ラ
ン
ダ
語
版
を
比
較
し
て
展
示
し
ま
し
た
。

「
玄げ
ん

水す
い

と
玄げ
ん

真し
ん

」
で
は
、
中
津
藩
医 

村
上
玄
水
に
着
目
し
ま
し
た
。
玄
水
は

九
州
で
初
め
て
腑ふ

分わ

け
（
解か
い

剖ぼ
う

）
を
行
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
の
成
果
は
「
解か
い

臓ぞ
う

記き

」
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
玄
水
は
こ
れ
を
自
身
が
心
酔
し
て
い
た
、
津
山

藩
医 

宇
田
川
玄
真
に
送
り
、
批
評
を
依
頼
し
ま
し
た
が
、
玄
水
が
送
っ
た
手
紙

の
下
書
き
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
や
り
取
り
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
中
津

藩
医 

玄
水
と
津
山
藩
医 

玄
真
の
交
流
は
、
ま
さ
に
「
蘭
学
・
洋
学 

三
津
同
盟
」

を
象
徴
す
る
一
品
で
す
。

「
殿
様
の
蘭
学
研
究
」
で
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
中
津
藩
が
「
蘭
学
胎
動
の
地
」

と
な
り
得
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
中
津
藩
主 

奥お
く

平だ
い
ら

家
と
「
蘭
学
」
の
結
び
つ
き

か
ら
探
り
ま
し
た
。
３
代
目 

昌ま
さ

鹿か

は
自
身
の
母
の
骨
折
治
療
か
ら
「
蘭
学
」
に

興
味
を
持
ち
、
前
野
良
沢
を
長
崎
に
派
遣
し
た
ほ
か
、
当
時
、
高
価
だ
っ
た
蘭
書

を
買
い
与
え
る
な
ど
の
支
援
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
５
代
目 

昌ま
さ

高た
か

は
自
身
も
蘭

学
者
で
、日
本
初
の
日
蘭
辞
書
『
蘭ら
ん

語ご

訳や
く

撰せ
ん

』
の
編
さ
ん
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

会
期
中
に
は
「
森
の
芸
術
祭 

晴
れ
の
国
・
岡
山
」
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
県
内
外

か
ら
た
く
さ
ん
の
来
場
者
が
、
中
津
市
の
貴
重
な
資
料
に
見
入
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

中
津
藩
と
蘭
学
の
夜
明
け

中
津
藩
と
蘭
学
の
夜
明
け

　

■
会
期
：
令
和
６
年
９
月
２８
日
（
土
）
～
１１
月
４
日
（
月
・
祝
）

秋
季
企
画
展
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中津藩と蘭学の夜明け
秋季企画展



芳よ
し

村む
ら

杏き
ょ
う

斎さ
い

は
現
在
の
真
庭
市
蒜
山
上
福
田
で
代
々
医
家
を
つ
と
め
る
家
に
天
保

７
年
（
１
８
３
６
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
内
科
を
江え

馬ま

天て
ん

江こ
う

、
江
馬
活か
つ

堂ど
う

に
、
外

科
を
華
岡
南な
ん

洋よ
う

、
産
科
を
船ふ
な

曳び
き

紋も
ん

吉き
ち

に
学
び
ま
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
長
崎
へ

出
向
き
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
ポ
ン
ペ
か
ら
最
新
の
西
洋
医
学
を
習
得
し
ま
す
。
一
旦

帰
郷
し
て
開
業
し
ま
す
が
、
今
度
は
大
阪
に
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
に
設
立
さ

れ
た
仮
病
院
で
オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
ボ
ー
ド
イ
ン
の
元
、
さ
ら
な
る
研け
ん

鑽さ
ん

を
積
む
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
同
年
、
津
山
藩
医
の
久
原
洪こ
う

哉さ
い

ら
の
推
薦
に
よ
り
津
山

藩
最
後
の
藩
医
の
一
人
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

明
治
６
年
（
１
８
７
３
）
に
設
立
さ
れ
た
現
在
の
大
阪
大
学
病
院
で
あ
る
大
阪

府
病
院
で
医
師
と
し
て
つ
と
め
ま
す
が
、
体
調
を
崩
し
た
た
め
、
そ
の
後
津
山
へ

戻
り
田
町
で
開
業
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
彼
の
評
判
は
よ
く
、
患
者
か
ら
慕
わ
れ

て
い
た
よ
う
で
、
病
院
の
門
前
に
行
列
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
診
察
を
望
む
人
々
は
「
先
生
に
一
度
診
察
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
死

ん
で
も
恨
む
こ
と
は
な
い
」
と
話
し
て
い
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

杏
斎
は
明
治
38
年
（
１
９
０
５
）
に
70
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
す
が
、
生
前
の

深
い
親
交
か
ら
蔵
書
類
な
ど
が
津
山
教
育
科
学
博
物
館
（
つ
や
ま
自
然
の
ふ
し
ぎ

館
）
へ
寄
贈
さ
れ
大
切
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
平
成
22
年
の

新
館
開
館
を
契
機
に
、
津
山
洋
学
資
料
館
へ
移
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
没
後
１
２
０
年
を
記
念
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
な
ど
を
中
心
に
、
芳
村
杏

斎
の
生
涯
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

観
覧
さ
れ
た
皆
さ
ま
は
、
杏
斎
が
残
し
た
蔵
書
類
な
ど
を
通
し
て
、
当
時
最
新

の
西
洋
医
学
を
学
び
、
津
山
で
も
活
躍
し
た
杏
斎
に
思
い
を
は
せ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。 津

山
藩
最
後
の
藩
医
　

津
山
藩
最
後
の
藩
医
　
芳
村
杏
斎

芳
村
杏
斎

　

■
会
期
：
令
和
６
年
１１
月
２３
日
（
土
・
祝
）
～
令
和
７
年
２
月
１６
日
（
日
）

後
期
企
画
展
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芳村杏斎
後期企画展



オムニバス
講演会１

月
26
日
（
日
）、
学
芸
員
に
よ
る

研
究
報
告
会
、
オ
ム
ニ
バ
ス
講
演
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
今
年
度
は
「
洋

学 

あ
れ
こ
れ 
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
Ⅳ
」
と
題
し
、

２
つ
の
テ
ー
マ
に
よ
る
報
告
が
あ
り
、

約
60
名
の
方
に
ご
聴
講
い
た
だ
き
ま
し

た
。ま

ず
、
小
島
館
長
が
「
手
紙
か
ら
見

た
箕
作
家
一
族
の
交
流
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
、
昨
年
度
に
呉く
れ

家
の
ご
子
孫
か
ら

ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
資
料
に
含
ま
れ
て

い
た
手
紙
に
注
目
し
て
報
告
し
ま
し

た
。呉

白は
く

石せ
き

（
幕
末
に
早
世
）
が
京
都
か

ら
江
戸
に
い
る
父
親
の
黄こ
う

石せ
き

に
宛
て

て
、
自
身
の
無
事
を
知
ら
せ
た
手
紙

は
「
八
月
十
八
日
政
変
」
の
約
１
か
月

後
に
書
か
れ
て
お
り
、
当
時
の
緊
迫
し

た
上
方
の
状
況
を
詳
し
く
記
し
て
い
ま

す
。箕

作
秋し
ゅ
う

坪へ
い

の
長
男
の
奎け
い

吾ご

が
、
い
と

こ
の
麟あ
き

祥よ
し

に
宛
て
て
何
ら
か
の
依
頼
を

し
て
い
た
手
紙
は
、
明
治
初
年
に
早
世

し
た
奎
吾
の
自
筆
資
料
と
し
て
、
非
常

に
貴
重
な
も
の
で
す
。

箕
作
阮
甫
が
呉
黄
石
に
宛
て
た
手
紙

次
い
で
、
下
山
名
誉
館
長
と
魚
谷
学

芸
員
の
二
人
が
「
新
た
に
確
認
さ
れ
た

宇う

田だ

川が
わ

榛し
ん

斎さ
い

肖
像
画
の
真
相
を
巡
っ

て
」と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告
し
ま
し
た
。

宇
田
川
榛
斎
は
通
称
を
玄
真
と
い

い
、
江
戸
詰
の
津
山
藩
医
を
つ
と
め
た

人
物
で
す
。
現
在
、
彼
の
肖
像
画
は
武

田
科
学
振
興
財
団 

杏き
ょ
う

雨う

書
屋
に
収
蔵

さ
れ
て
い
る
も
の
が
広
く
知
ら
れ
て
お

り
、
こ
ち
ら
は
宇
田
川
家
が
旧
蔵
し
て

い
た
も
の
で
し
た
。

こ
の
た
び
、
新
た
に
確
認
さ
れ
た
肖

像
画
は
、
榛
斎
の
一
番
弟
子
で
あ
っ

た
坪つ
ぼ

井い

信し
ん

道ど
う

が
所
有
し
て
い
た
も
の

で
、
現
在
は
東
京
大
学
大
学
院
情
報
学

環
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
二
つ

の
肖
像
画
を
比
較
し
て
み
る
と
構
図
は

非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
東
京
大

学
の
も
の
は
口
を
開
け
、
笑
っ
て
い
る

よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
す
。
ま
た
、
杏

雨
書
屋
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
、
賛さ
ん

が
あ
り
、
賛
の
書
き
手
は
信
道
と
親
交

の
あ
っ
た
大
岡
寛ひ
ろ
し（
栗り
っ

斎さ
い

）
に
よ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
寛
は
玄
真

が
亡
く
な
っ
た
２
年
後
、
天
保
７
年

（
１
８
３
６)
に
38
歳
の
若
さ
で
亡
く

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
肖
像
画

は
玄
真
が
亡
く
な
っ
た
直
後
～
天
保
６

年
頃
に
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
杏
雨

は
、「
梅
荘
」
と
い
う
場
所
へ
出
掛
け

る
約
束
に
つ
い
て
、
体
調
が
良
け
れ
ば

予
定
ど
お
り
行
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

知
ら
せ
て
い
ま
す
。

数
は
少
な
い
で
す
が
、
互
い
に
細
や

か
な
気
遣
い
・
気
配
り
を
し
つ
つ
親
族

間
で
親
し
く
交
流
し
て
い
た
様
子
が
わ

か
る
貴
重
な
手
紙
で
す
。

書
屋
の
肖
像
画
よ
り
も
古
い
時
期
の
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

聴
講
者
の
皆
さ
ん
は
興
味
深
く
解
説

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
画
像
に
見
入
っ

て
お
ら
れ
ま
し
た
。

今
回
ご
紹
介
し
た
手
紙
や
肖
像
画

は
、
今
後
、
企
画
展
な
ど
で
お
披
露
目

で
き
る
よ
う
、
さ
ら
に
研
究
と
分
析
を

行
っ
て
い
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
期
待

く
だ
さ
い
。

「
洋
学 

あ
れ
こ
れ 

Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
Ⅳ
」
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オムニバス講演会



12
月
８
日
（
日
）、
第
37
回
史
跡

見
学
会
を
実
施
し
ま
し
た
。今
回
は
、

旧
柵や
な

原は
ら

町
・
旧
美
作
町
に
あ
る
洋
学

関
係
史
跡
を
見
学
し
ま
し
た
。

最
初
の
見
学
先
は
、
羽
仁
の
能の

勢せ

道ど
う

仙せ
ん

の
墓
所
で
す
。
能
勢
道
仙
は
石

見
国
の
浜
田
藩
医
だ
っ
た
人
物
で
、

第
二
次
幕
長
戦
争
で
浜
田
藩
が
美
作

に
逃
れ
て
来
て
か
ら
は
、
羽
仁
で
生

活
を
し
て
い
ま
し
た
。
道
仙
は
こ
の

地
で
「
猶ゆ
う

興こ
う

舎し
ゃ

」
と
い
う
講
学
の
場

を
開
き
、
近
隣
の
農
商
家
の
若
者
や

青
年
士
族
た
ち
に
陽よ
う

明め
い

学が
く

の
講
義
を

行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

次
に
、
百ど
う

々ど
う

に
あ
る
北
和
気
郷
土

資
料
館
に
向
か
い
ま
し
た
。
こ
の
施

設
は
元
々
、
小
学
校
だ
っ
た
建
物
を

資
料
館
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。

展
示
品
は
民
具
な
ど
の
昔
の
生
活
用

具
が
主
で
し
た
。

続
い
て
、
北
和
気
郷
土
資
料
館
か

ら
歩
い
て
程
近
く
の
華け

蔵ぞ
う

寺じ

に
向
か

い
、
裏
手
に
あ
る
村
医
者
の
草
苅
又ゆ
う

玄げ
ん

の
墓
所
を
訪
ね
ま
し
た
。
又
玄
に

午
後
は
昼
食
を
湯
郷
で
取
っ
た
後
、

旧
美
作
町
林
野
の
寿
林
寺
を
見
学
し
ま

し
た
。
本
堂
裏
手
の
一
番
奥
ま
っ
た
一

隅
に
箕
作
阮
甫
の
妻
登と

井い

の
両
親
の
墓

が
並
ん
で
建
っ
て
い
ま
す
。
登
井
の
父

は
本も
と

澤ざ
わ

篤あ
つ

祐す
け

と
名
乗
り
、
町
医
者
を
し

て
い
た
人
物
で
す
。

事
前
の
天
気
予
報

で
は
雨
が
心
配
さ
れ

ま
し
た
が
、
心
配
を

よ
そ
に
、
当
日
は
心

地
よ
い
冬
晴
れ
の
天

候
の
中
で
、
無
事
に

見
学
会
を
終
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
も
、
古こ

医い

方ほ
う

系
の
漢
方
医
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

午
前
中
最
後
に
、
旧
柵
原
町
書か
い

副ぞ
え

に

あ
る
坪つ
ぼ

井い

信し
ん

道ど
う

門
人
の
岡お
か

崎ざ
き

帰き

一い
ち

の
墓

所
を
見
学
し
ま
し
た
。
坪
井
信
道
は
江

戸
後
期
に
活
躍
し
た
医
者
で
、
宇
田
川

玄
真
に
入
門
し
て
西
洋
医
学
を
学
ん
だ

人
物
で
す
。
そ
の
信
道
の
も
と
で
学
ん

だ
岡
崎
帰
一
の
墓
は
、
書
副
の
丘
陵
上

に
あ
る
岡
崎
家
墓
地
の
中
に
ひ
っ
そ
り

と
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

12
月
14
日
（
土
）、
友
の
会
有
志

に
よ
る
資
料
館
前
庭
の
植
栽
整
備
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
い
ま
し
た
。
１
回

目
は
５
月
に
実
施
し
、
今
回
は
、
２

回
目
に
な
り
ま
す
。

師
走
も
中
頃
の
寒
さ
の
中
で
し
た

が
、
８
名
の
会
員
の
方
に
作
業
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
か
げ
で
鬱う
っ

蒼そ
う

と
し
て
い
た
薬
草
の
小こ

径み
ち

が
と
て

も
さ
っ
ぱ
り
し
ま
し
た
。

■ 

第
37
回
史
跡
見
学
会

旧
柵
原
・
美
作
町
の
洋
学
史
跡
を
訪
ね
て

■ 

友
の
会
有
志
に
よ
る

植
栽
整
備
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

友の会
の
活　動

書副の岡﨑家墓所

華蔵寺参道で記念撮影

見学コース
①能勢道仙墓所（羽仁）
②北和気郷土資料館（百々）
③華蔵寺（百々）
④岡崎帰一墓所（書副）
⑤寿林寺（林野）
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史跡見学会・植栽整備
友の会の活動
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津
山
在
住
の
現
代
美
術
家
・
太
田
三

郎
氏
の
作
品
「Seed Cards

～
宇う

田だ

川が
わ

玄げ
ん

随ず
い

へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
、
３
月

４
日
か
ら
図
書
室
で
展
示
し
て
い
ま

す
。こ

れ
は
、
エ
ン
ジ
ュ
（
槐
）
の
種
を

手
漉
き
ハ
ガ
キ
に
埋
め
込
ん
だ
カ
ー
ド

が
、
エ
ン
ジ
ュ
の
枝
か
ら
た
く
さ
ん
垂

れ
下
が
っ
た
作
品
で
、
屋
敷
の
庭
に
エ

ン
ジ
ュ
の
大
木
が
あ
っ
た
た
め
、
門
人

た
ち
か
ら
「
槐か
い

園え
ん

先
生
」
と
呼
ば
れ
た

宇
田
川
玄
随
へ
の
敬
意
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ポ
ー
ト
・
ア
ー
ト
＆
デ
ザ
イ

ン
津
山
の
開
設
時
に
初
披
露
さ
れ
、
そ

の
後
、
岡
山
県
立
美
術
館
で
の
回
顧
展

で
も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
制
作
の
た
め

太
田
氏
が
種
や
枝
を
採
取
し
た
エ
ン

ジ
ュ
の
木
は
、
か
つ
て
津
山
市
上
河
原

に
植
え
ら
れ
て
い
た
街
路
樹
で
す
が
、

伐
採
さ
れ
て
今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

昨
秋
の
「
森
の
芸
術
祭
」
開
催
以
降
、

岡
山
県
北
で
の
芸
術
鑑
賞
の
機
運
の
高

ま
り
か
ら
、
愛
好
者
の
周
遊
や
当
館
へ

の
関
心
の
喚
起
に
な
れ
ば
と
い
う
、
太

田
氏
の
オ
フ
ァ
ー
に
よ
る
展
示
で
す
。

当
館
ご
見
学
の
際
は
、
中
庭
の
イ
ヌ
エ

ン
ジ
ュ
と
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

宇
田
川
玄
随
へ
の
敬
意
を
込
め
た

太
田
三
郎
氏
の
作
品
を
展
示　
　

９
月
７
日
（
日
）、「
蘭
学
・
洋
学

で
ま
ち
づ
く
り
・
ひ
と
づ
く
り
・
み

ら
い
づ
く
り
」
と
題
し
た
講
演
・
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
上
廣
倫
理
財
団
と
中
津
市

が
主
催
し
、「
近
世
・
幕
末
維
新
期『
海

洋
国
家
』
と
『
異
国
』
研
究
会
」（
略

称
：
海
洋
研
）
を
誘
致
し
た
も
の
で
、

同
盟
締
結
記
念
事
業
と
し
て
、
令
和

４
年
度
に
津
山
市
、
翌
５
年
度
に
津

和
野
町
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
催
し
で
は
、
中
津
市
か
ら
川

嶌
整
形
外
科
病
院
理
事
長
で
研
究
者

の
川
嶌
眞
人
氏
、
津
和
野
町
教
育
委

員
会
文
化
財
係
長
の
小
杉
紗
友
美

氏
、
津
山
洋
学
資
料
館
名
誉
館
長
の

下
山
純
正
氏
に
よ
る
講
演
と
、
海
洋

研
の
代
表
幹
事
で
あ
る
岩
下
哲
典
氏

や
事
務
局
長
の
小
林
哲
也
氏
を
交
え

て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

10
月
17
日
（
金
）、
津
和
野
町
か

ら
日に
ち

原は
ら

郷
土
史
研
究
会
の
会
員
７
名

が
視
察
旅
行
で
津
山
に
来
ら
れ
、
当

館
を
見
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
秋
季
企
画
展
「
中
津
藩
と
蘭
学
の

夜
明
け
」
を
開
催
中
で
あ
り
、
三
市

町
の
歴
史
的
な
結
び
付
き
を
改
め
て

感
じ
て
い
た
だ
け
る
絶
好
の
機
会
と

な
り
ま
し
た
。

　
令
和
６（
２
０
２
４
）年
度
の
取
り
組
み

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催

大
分
県
中
津
市

当
館
へ
の
団
体
見
学

島
根
県
津
和
野
町 シンポジウムの様子シンポジウムの様子
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三津同盟の取り組み
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序図１巻・本文４巻からなる
『解体新書』の本文冒頭

困難を極めた解剖書の翻訳

『解体新書』

「
洋
学
」・「
蘭
学
」
と
聞
い
て
、
イ
メ
ー
ジ
す
る

も
の
の
一
つ
に
『
解
体
新
書
』
が
あ
り
ま
す
。

今
か
ら
２
５
０
年
ほ
ど
前
の
明
和
８
年

（
１
７
７
１
）、
江
戸
の
小こ

塚づ
か

原は
ら

刑
場
で
刑
死
体
の
腑ふ

分わ

け
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
立
ち
会
っ
た

小お

浜ば
ま

藩
医
・
杉す
ぎ

田た

玄げ
ん

白ぱ
く

と
中
津
藩
医
・
前ま
え

野の

良り
ょ
う

沢た
く

は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
解
剖
書
『
タ
ー
フ
ェ
ル
・
ア
ナ
ト

ミ
ア
』（
著
者
は
ド
イ
ツ
人
の
ク
ル
ム
ス
、
そ
の
オ

ラ
ン
ダ
語
版
）
を
持
参
し
た
奇
遇
に
感
嘆
し
つ
つ
、

腑
分
け
に
臨
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

刑
死
体
の
内
臓
を
観
察
し
、
ち
密
に
描
か
れ
た
解

剖
図
と
見
比
べ
た
玄
白
は
「
ま
る
で
鏡
に
映
し
た
よ

う
に
そ
っ
く
り
だ
」
と
興
奮
し
、
帰
る
道
々
こ
れ
を

翻
訳
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。
早
速
、
翌
日
か
ら

長
崎
で
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ん
だ
経
験
を
持
つ
良
沢
を

囲
ん
で
翻
訳
が
進
め
ら
れ
、
３
年
後
の
安
永
３
年

（
１
７
７
４
）、
よ
う
や
く
『
解
体
新
書
』
の
出
版
に

こ
ぎ
着
け
た
の
で
し
た
。

玄
白
の
回
顧
録
『
蘭
学
事こ
と

始は
じ
め』
を
読
む
と
、
困
難

を
極
め
た
翻
訳
時
の
苦
労
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
事
業
の
重
要
な
点
は
、
翻
訳
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
西
洋
の
進
ん
だ
医
学
を
会
得
で
き
た
と
い
う

こ
と
で
し
た
。

そ
の
こ
ろ
、
津
山
藩
江
戸
屋
敷
に
、
先
代
か
ら
漢

方
医
と
し
て
仕
え
て
い
た
宇う

田だ

川が
わ

玄げ
ん

随ず
い

と
い
う
青
年

が
い
ま
し
た
。
彼
は
、
中
国
の
医
学
を
信
奉
し
て
い

資料館展示品から資料館展示品から

た
漢
方
医
た
ち
と
同
様
に
「
西
洋
の
学
問
と
中
国
の

進
ん
だ
学
問
を
同
列
に
考
え
る
の
は
愚
か
な
こ
と
」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
『
解
体
新
書
』
翻
訳
メ
ン
バ
ー
と
交
わ
る

機
会
を
得
て
、
次
第
に
西
洋
医
学
へ
の
関
心
を
深
め

ま
す
。
や
が
て
日
本
最
初
の
西
洋
内
科
書
『
西せ
い

説せ
つ

内な
い

科か

撰せ
ん

要よ
う

』（
本
誌
第
27
号
「
展
示
品
か
ら
」
参
照
）

を
出
版
し
、
津
山
藩
の
洋
学
の
先
駆
け
と
な
る
の
で

す
。さ

て
、
当
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
『
解
体
新
書
』

の
本
文
冒
頭
（
右
の
写
真
）
を
注
意
し
て
見
て
い
る

と
、
著
訳
者
杉
田
玄
白
・
中な
か

川が
わ

淳じ
ゅ
ん

庵あ
ん

・
石い
し

川か
わ

玄げ
ん

常じ
ょ
う・

桂か
つ
ら

川が
わ

甫ほ
し

周ゅ
う

の
名
の
上
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
日
本
」
と
刻

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
中
国
の
漢
方
医

学
を
意
識
し
「
西
洋
医
学
を
ア
ジ
ア
で
初
め
て
紹
介

し
た
の
は
日
本
人
の
私
た
ち
だ
」
と
い
う
、
彼
ら
の

心
意
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

文
：
当
館
Ｈ
Ｐ「
洋
学
博
覧
漫
筆
」
１
か
ら
転
載
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■開館時間／9 : 00～17 : 00（入館は16 : 30まで）

■休 館 日／月曜日（祝祭日の場合はその翌日）
　　　　　　祝祭日の翌日・年末年始（12月29日～1月3日）

一　般 高校・大学生

※ （　　）内は 30 名以上の団体料金です。
※ 小学生・中学生は無料です。

３００円
（２４０円）

２００円
（１６０円）

 一  般（65歳以上）

２００円
（１６０円）

●交通のご案内
・JR津山駅から東循環ごんごバス南廻り線で12分、西新町下車徒歩2分
・中国自動車道　津山ICから車で15分・院庄ICから車で20分　

ご利用案内

津山城跡
（鶴山公園）
津山城跡
（鶴山公園）

●津山観光
　センター
●津山観光
　センター

■  前期企画展「箕作秋坪と久原洪哉」
■ 12 第 78 回文化講演会
■ 12 友の会総会

（休館日：14･21･28･30 日）

（休館日：7･8･12･19･26 日）

■  友の会研修バス旅行
（休館日：2･9･16･23･30 日）

■  親子でヒンデローペンの作品づくり
■  ヒンデローペン絵付け体験教室

（休館日：7･14･22･23･28 日）

■  むかしの学者もやった化学実験
■  人体のしくみとはたらきについて学ぼう！

（休館日：4･12･13･18･25 日）

（休館日：1･8･16･17･22･24･29 日）

■ 11 秋季企画展「幕末の津和野藩と蘭学（仮）」
（休館日：6･14･15･20･27 日）

■  友の会史跡見学会
（休館日：4･5･10･17･25･26 日）

■ 6 後期企画展「旅する洋学者（仮）」
■ 6 交通史学会 津山大会誘致開催

（休館日：1･8･15･22･29 ～ 31 日）

■ 26 オムニバス講演会
（休館日：1 ～ 3･5･13･14･19･26 日）

（休館日：2･9･12･16･24･25 日）

（休館日：2･9･16･23･24 日）

9月

4月

5月

6月

7月

8月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

生
誕
２
０
０
年
記
念　

箕
作
秋
坪
と
久
原
洪
哉

幕
末
の

津
和
野
藩
と

蘭
学（
仮
）

旅
す
る
洋
学
者（
仮
）

■催し物 ■講演会 ■友の会■企画展

第 78 回 文化講演会 開催

箕作阮甫と西洋兵学
講師：中央大学 文学部教授　鈴木直志 先生

日時：和令 7 年4月12日（土）　13:30 ～
会場：津山洋学資料館 GENPO ホール

※�催し物は予告なく変更となることがあります。なるべく資料館ホームページでご確認ください。

令 和 ７ 年 度 の 催 し 物（予定） 企画展

10/11～

3/8～

～9/21

12/6～

～2/15

～11/16

・・・　刊行物のお知らせ　・・・
■  洋学研究誌『一滴』第 32 号を刊行します
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