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企画展「松江の名工・小林如泥 ―その技、神の如し―」

みどころ紹介2-3

C O N T E N T S

地域ゆかりの資料紹介
―乃木編―

8

歴史スポットめぐり
―乙部灘―

INFORMATION

7

松江おもしろ談義ダイジェスト6

コラム
雲陽秘事記あらかると 第7回

（名誉館長 藤岡大拙）

5

これからのスポット展示・ミニ展示4

そ
の

技
神
の
如
し

8
二
〇
二
五
年

春
号

松
江
の
名
工

小
林
如
泥

小林如泥作≪袖障子≫（東京国立博物館蔵）
Image: TNM Image Archives

小林如泥作≪茶箱≫（東京国立博物館蔵）
Image: TNM Image Archives
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20251.24〈金〉　　3.30〈日〉
休  館  日 月曜日（祝日の場合は翌平日）
開館時間 9:00～17:00（観覧受付は16:30まで）
会　　場 松江歴史館　企画展示室
主　　催 松江歴史館
観  覧  料 大人300円（240円）　小・中学生100円（80円）
※（　）内は20名以上の団体料金
※高校・大学・専門学校に通う学生は学生証の提示で団体料金
※基本展示室とのセット券の料金は大人600円（480円）、  
小・中学生300円（240円）

前にしか進まないトンボをモチーフにした大橋家伝来の
甲
かっ

冑
ちゅう

です。江戸時代後期の大橋家では、この甲冑を広島
藩主であった福島正則から拝領したと伝えていました。
胴の上部に大橋家の家紋「抱

だ

き茗
みょう

荷
が

」をあしらい、兜
かぶと

の
中央にある前

まえ

立
だて

には松江藩の合
あい

印
じるし

「猪
いの

目
め

」を付けています。

大
おお

橋
はし

茂
も

右
え

衛門
もん

の屋敷は、松江城下の東端（現在の南
みなみ

田
た

町
まち

）にありました。
大橋家の家来である与

よ

力
りき

の屋敷を含めた敷地面積は、約46,000㎡で
あり、東京ドーム1個分とほぼ同じです。また、松江藩の政務を行い藩
主の居所となった松江城三之丸の敷地よりも大きく描かれています。松
江藩家老の大橋家の格が絵図に描かれた屋敷の広さから見て取れます。

茶糸威桶側二枚胴具足（当館蔵、大橋家伝来） 松江城三之丸 大橋茂右衛門屋敷

松江城下絵図（部分、当館蔵、天保年間）

福
ふ く

島
し ま

正
ま さ

則
の り

から譲り受けた甲
か っ

冑
ちゅう

大橋家の屋敷地は
藩主の御殿より広かった！

尾
が
上
に
伸
び
、

羽
を
広
げ
た

　
　
ト
ン
ボ
じ
ゃ
。

館
蔵
品
展

松江藩を支えた家
か

老
ろ う

　

大
お お

橋
は し

茂
も

右
え

衛門
も ん

寛
かん

永
えい

15年（1638）、信
し な の

濃国松本7万石から出雲国
松江18万石余の領主となった松

まつ

平
だいら

直
なお

政
まさ

は、家臣団
の拡大、再編を行います。その家臣団の筆頭として迎
えられたのが、大

おお

橋
はし

茂
も

右
え

衛門
もん

でした。
茂右衛門は広島藩主となる福

ふく

島
しま

正
まさ

則
のり

に仕え、関ヶ
原の戦いの前

ぜん

哨
しょう

戦
せん

である岐阜城攻めで勲功をあげ
た人物でした。松江藩に迎えられた大橋家は代々
家
か

老
ろう

を務め、明治維新の難局も乗り越えました。
本展では、大橋家旧蔵資料などを通じ筆頭家老

として松江藩を支えた大橋茂右衛門を紹介します。
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小
こ

林
ばやし

如
じょ

泥
でい

（宝
ほう

暦
れき

3年〔1753〕-文
ぶん

化
か

10年〔1813〕）は、松江藩松平家７代藩

主松
まつ

平
だいら

治
はる

郷
さと

（号不
ふ

昧
まい

）に仕えた指
さし

物
もの

師
し

（木工細工の職人）で、透かし彫り

や厚材の扱いに優れ、煙
た ば こ

草盆
ぼん

や茶箱、建造物の装飾なども手がけました。

「その技、神の如し」とたたえられた技は、後世の作り手に影響を与えました。

本展では、小林如泥の作品と如泥に影響を受けた人々の作品を通して

松江が誇る木工文化の素晴らしさを改めてご紹介します。

2025

4.25〈金〉　　6.15〈日〉

文化5年（1808）、如
じょ

泥
でい

は松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

の命に
より、品川大崎下屋敷の茶苑にあった稲荷
社に一対の神

しん

狐
こ

を納めました。この神狐は
その原型で、稲荷社に納めた神狐は杉材の
木目を生かした作品であったといいます。

小林如泥作≪桑十牛図透彫刀掛≫
（江戸時代〔18世紀〕、島根県立古代出雲歴史博物館蔵）

※本展は国立博物館収蔵品貸与促進事業の特別協力を受けています。

小林如泥作≪神狐≫
（江戸時代〔18世紀〕、城山稲荷神社蔵）

休  館  日 月曜日（祝日の場合は翌平日、但し4/28［月］は開館）
開館時間 9:00～17:00（観覧受付は16:30まで）
会　　場 松江歴史館　企画展示室
主　　催 松江歴史館
特別協力 国立文化財機構文化財活用センター、東京国立博物館
観  覧  料 大人680円（540円）、小・中学生340円（270円）
 市民割引　大人340円、小・中学生170円
※（　）内は20名以上の団体料金
※高校・大学・専門学校に通う学生は学生証の提示で団体料金
※基本展示室とのセット券の料金は大人1030円（820円）、小・中学生520円
（420円）
※松江市在住者は運転免許証・マイナンバーカードなど現住所を確認できる
ものの提示で市民割引料金

松
江
の
名
工

小こ

林ば

や

し

如じ

ょ

泥で

い

―
そ
の
技
、神
の
如
し
―

【�
企
画
展�

】

厚さ2mmの板の、向かって右側に後ろを向いた牛
を、左側に木に寄りかかり目をつむる牧

ぼく

童
どう

を、中央に
柳の木が真横に伸びる風景を彫りあらわしています。
牧童の表情や牛の脚・尾などは、光も通さないほど
の細い線で彫られているにもかかわらず、線は迷い
がなく、作者の技量の高さがうかがえます。

図柄トレース図
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長岡住右衛門作《楽山焼 蕎麦写茶碗》（当館蔵）

千人針で作った日の丸と鉄兜の下に付ける頭巾（当館蔵）

宍道湖の四ツ手網漁

松平斉貴上洛絵巻（当館蔵）

基本展示室も展示替えがあります
松江藩の歴史や文化を紹介する基本展示室（常設展示
室）では、3か月に一度、大名行列図や町絵図、刀剣な
どを展示替えしています。展示替えのスケジュールなど
の詳細は、随時ホームページでご案内します。

SPOT

MINI

【 スポット展示 】

【 ミニ展示 】

終戦80年記念 

出征する若者へ

松江藩主で大名茶人として知られる松
まつ

平
だいら

不
ふ

昧
まい

は、茶道
具を集める一方で、自らの美意識による茶道具を松江
藩の職人にも作らせました。そのことにより、職人たち
に不昧の美意識が伝承したのです。不昧の指導を受け
た職人たちが、代々茶道具を作り続けたことで、不昧の
美意識が現在にも伝わっています。

第二次世界大戦が終戦を迎えてから今年で80
年になります。この松江からも多くの若者が戦
地に向かいました。見送る家族は、戦地での活
躍や無事の生還を祈って送り出します。本展で
は、過去の出来事になりつつある戦争について
未来を担う若い世代に受け継ぐため、出征の
際に掲げた幟

のぼり

や激励の言葉を書き記した国旗、
銃弾に当たらないよう祈りを込めて作った千

せん

人
にん

針
ばり

などを紹介します。

【会場】 基本展示室最終コーナー
※観覧には基本展示観覧券が必要です

【会場】 展示ホール展示室前  ※観覧無料

豊穣の湖 
―宍道湖の漁

ぎ ょ

撈
ろ う

用具―

春はシラウオ、夏はエビ、秋のスズキに冬のアマサギ。
松江の食膳を彩る魚介類を、日本有数の汽水湖である
宍道湖は育んできました。宍道湖の漁師が使った多種
多様な道具は、水産物と食文化の豊かさを物語ります。
令和6年3月21日に国の登録有形民俗文化財になった
「島根半島沿岸及び宍道湖・中海の漁撈用具」1,598
点の内、宍道湖の漁撈用具は642点にのぼります。今
回はその一部を展示して、宍道湖がもたらす恵みを受
けた人々の暮らしに触れます。

4/1（火）－
5/25（日）

7/29（火）－
9/28（日）

不
ふ

昧
ま い

の美意識を
伝える名工たち

4/1（火）－
5/25（日）

長さ101メートル、
1,767人を描く松江藩の大名行列図！
先頭から順に場面替えをしています。
最後尾の展示まであと2年の予定。

ス
ポ
ッ
ト
展
示

ミ
ニ
展
示

新
収
蔵
品
や
最
新
の
研
究
に
ま
つ
わ
る
資
料
、

四
季
折
々
の
作
品
な
ど
を
、館
内
の
小
さ
な

ス
ペ
ー
ス
で
特
集
展
示
し
ま
す
。
お
お
よ
そ

二
か
月
に
一
度
、展
示
替
え
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
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松ま
つ

平だ
い
ら

直な
お

政ま
さ

が
出
雲
に
入
部
し
た
時
、六

人
の
功こ

う

臣し
ん

を
重
用
し
た
。乙お

と

部べ

可よ
し

正ま
さ・三み

谷た
に

長な
が

玄は
る・朝あ
さ

日ひ

重し
げ

政ま
さ・神か
み

谷や

富と
み

次つ
ぐ・大お
お

橋は
し

政ま
さ

貞さ
だ・

柳や
な

多ぎ
た

弌か
ず

道み
ち

の
六
人
で
あ
る
。後
に
彼
ら
を

代だ
い

々だ
い

家が

老ろ
う

と
言
う
。大
橋
家
を
除
く
五
家

は
、結ゆ

う
城き

秀ひ
で

康や
す

以
来
の
重
臣
で
あ
る
。独
り

大
橋
家
は
尾お

わ
り張

国
津つ

島し
ま

の
出
自
で
、い
わ
ば

外と

様ざ
ま

で
あ
っ
た
が
、六
家
の
中
で
は
最
も
禄

高
が
大
き
く
、六
千
石
余
と
足
軽
三
十
人
を

給
与
さ
れ
て
い
た
。そ
の
大
橋
茂
右
衛
門

政
貞
は
、ど
ん
な
人
物
だ
っ
た
の
か
、雲
陽

秘
事
記
に
こ
ん
な
逸い

つ
話わ

が
載の

っ
て
い
る
。

浪
人
中
の
政
貞
の
娘
が
疱ほ

う
瘡そ

う
に
か
か
っ
た
。

医
者
は
手
を
尽
く
し
た
が
、も
う
こ
れ
以
上

は
、高
価
な
高こ

う
麗ら

い
人に

ん
参じ

ん
を
与
え
る
し
か
な
い

と
い
う
。政
貞
は
家
財
道
具
を
売
り
払
っ
て

人
参
を
買
い
求
め
る
が
、長
く
続
か
ず
、遂

に
娘
は
亡
く
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、同
じ
く
浪
人
生
活

を
し
て
い
た
同
輩
の
吉よ

し

村む
ら

又ま
た

右え衛
門も

ん
が
訪

ね
て
き
た
。

「
こ
の
た
び
松
平
越え

っ

中ち
ゅ
う
の

守か
み

殿
に
仕
官
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。も
と
よ
り
貴
公
と
約
束

し
て
い
た
知ち

行ぎ
ょ
う

一
万
石
で
じ
ゃ
。そ
れ
に

つ
い
て
、千
両
ほ
ど
必
要
な
の
だ
が
、貸
し

て
ほ
し
い
」

「
そ
れ
は
目め

出で

度た

い
。御
用
金
千
両
は
お

易や
す

い
こ
と
だ
」

政
貞
は
具ぐ

足そ
く

櫃ひ
つ

の
中
か
ら
千
両
を
取
り

出
し
、吉
村
に
渡
し
た
。こ
れ
を
見
て
い
た

政
貞
の
妻
は
、大
い
に
立
腹
し
て
、

「
お
前
さ
ま
は
、な
ん
と
薄
情
な
お
方
か
。

我
が
娘
が
大お

お
患わ

ず
らい

を
し
、人
参
代
が
な
い
た

め
に
死
に
ま
し
た
。吉
村
様
に
渡
さ
れ
た

千
両
が
、も
し
娘
の
薬
代
に
な
っ
て
い
た
ら
、

助
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
」

「
娘
は
わ
れ
わ
れ
二
人
の
子
じ
ゃ
。た
と

え
死
ん
だ
と
て
、我
々
だ
け
の
問
題
だ
。し

か
し
、あ
の
千
両
の
金き

ん
子す

は
、武
士
の
た
め
、

ま
た
は
軍
用
の
た
め
に
役
立
て
る
も
の
な

の
だ
」

政
貞
は
同
郷
尾
張
出
身
の
福ふ

く

島し
ま

正ま
さ

則の
り

の
家
臣
で
あ
っ
た
。正
則
は
秀
吉
に
可
愛

が
ら
れ
、賤し

ず

ケが

岳た
け

七し
ち

本ほ
ん

槍や
り

の
一
番
槍
で
勇

名
を
は
せ
、関
ケ
原
合
戦
後
、安あ

芸き
・備び

ん

後ご

四
九
万
八
千
余
石
の
大
大
名
に
昇
進
し
、広

島
城
に
い
た
。し
か
し
、無
断
で
城
を
修
築

し
た
こ
と
を
咎と

が
め
ら
れ
て
改
易
。四
万
五
千

石
の
隠
居
料
だ
け
を
与
え
ら
れ
、信
州
川
中

島
に
蟄ち

っ
居き

ょ
さ
せ
ら
れ
た
。政
貞
は
こ
の
時
浪

人
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。そ
の
後
、松
江

藩
主
に
な
っ
た
京

き
ょ
う

極ご
く

忠た
だ

高た
か

に
仕
え
た
が
、再

び
浪
人
し
、江
戸
へ
上
っ
て
松
平
隠
岐
守
の

足
軽
と
な
っ
て
門
前
の
辻つ

じ

番ば
ん

所し
ょ

に
勤
め
て

い
た
。あ
る
と
き
、松
平
直
政
が
隠お

き
の
か
み

岐
守
の

茶
会
に
招
待
さ
れ
て
、門
を
く
ぐ
っ
た
。

直
政
は
茶
会
が
終
わ
る
と
、隠
岐
守
に

言
っ
た
。

「
門
前
の
足
軽
老
人
を
拙せ

っ
者し

ゃ
に
譲
っ
て
く

だ
さ
ら
ぬ
か
」

「
そ
れ
は
い
と
易
き
こ
と
」

と
て
、政
貞
を
呼
び
寄
せ
、直
政
が
口
を
開

い
た
。

「
い
か
に
茂
右
衛
門
、今
日
よ
り
、主
従
の

約
束
を
し
よ
う
」

「
私
は
傍ほ

う
輩ば

い
の
吉
村
又
右
衛
門
と
堅
い
約

束
を
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。そ
れ
は
お

互
い
、一
万
石
で
な
い
と
主

し
ゅ
う

取ど

り
は
せ
ぬ
と
。

吉
村
は
先
ほ
ど
、松
平
越
中
守
様
に
一
万
石

で
召
し
抱
え
ら
れ
ま
し
た
。私
も
一
万
石
で

な
け
れ
ば
仕
官
い
た
し
か
ね
ま
す
」

「
そ
れ
は
、い
か
よ
う
に
も
な
る
こ
と
だ
」

か
く
し
て
政
貞
は
直
政
の
家
臣
と
な
り
、

し
か
も
、代
々
家
老
六
家
の
筆
頭
と
し
て
、

大
橋
家
は
幕
末
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

筆
頭
家
老��

大お

お

橋は

し

茂も

右
え

衛
門も

ん

雲陽秘事記
あ か とら る

第 7回

何時、誰が著したか分からないが、人
から人へ書き写されて伝わった逸話
集。松江藩松平家初代藩主直

な お

政
ま さ

から
六代宗

む ね

衍
の ぶ

の時代までが取り扱われ、
後、八代藩主斉

な り

恒
つ ね

までが追記され
た。収録された約二百話にも及ぶ記
事は、虚実混交の憾

う ら

みがあるとはい
え、よく吟味して読むと、松江藩の歴
史の深

し ん

叢
そ う

に分け入ることができる。

雲
うん

陽
よう

秘
ひ

事
じ

記
き

松江歴史館�名誉館長　

藤岡�大拙
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狩野永雲筆「十六羅漢図」（月照寺蔵）のうち一面

令
和
六
年
十
月
四
日
か
ら
十
一
月
二
十
四

日
ま
で
開
催
し
た
月げ

っ

照し
ょ
う

寺じ

開か
い

基き

三
六
〇
周

年
記
念
特
別
展「
月
照
寺
と
松
平
家
の
宝
」

に
関
連
し
て
、展
覧
会
場
で
は
紹
介
で
き
な

か
っ
た
月
照
寺
に
ま
つ
わ
る
ト
ピ
ッ
ク
を
お

話
し
し
ま
し
た
。

ま
ず
一
つ
目
の
話
題
は
、藩
主
の
月
照
寺

参
拝
に
つ
い
て
で
す
。
月
照
寺
は
松
平
家

の
菩ぼ

提だ
い

寺じ

で
す
の
で
、藩
主
た
ち
が
国
元
へ

帰
っ
て
き
て
い
る
時
に
は
必
ず
参
拝
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
参
拝
の
様

相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
遺の

こ

さ
れ

て
い
ま
す
。
松ま

つ

平だ
い
ら

治は
る

郷さ
と（

号
不ふ

昧ま
い

）の
参
拝
記

録
が
載
る
、松
江
藩
の
寺
社
奉
行
・
乙お

と

部べ

次じ

郎ろ

兵べ

衛え

の「
勤
番
日
記
」で
す
。
日
記
を
分
析

し
た『
松
江
市
史
』に
よ
る
と
、寛か

ん

政せ
い

十
一
年

（
一
七
九
九
）、治
郷
は
体
調
が
良
く
な
か
っ

た
た
め
か
、通
常
参
加
す
る
は
ず
の
寺
社
参さ

ん

詣け
い

や
年
中
行
事
を
欠
席
し
て
い
ま
す
。
こ
の

年
の
十
月
に
国
元
・
松
江
へ
帰
っ
た
際
に
は

月
照
寺
へ
参
詣
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、延
期
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
十
二
月
に
は
、藩
主
帰
国
後
に
寺
院

へ
の
参
詣
が
な
い
こ
と
が
寺
社
奉
行
で
問
題

と
さ
れ
、特
に
月
照
寺
、円え

ん

流り
ゅ
う

寺じ

、誓せ
い

願が
ん

寺じ

、

天て
ん

倫り
ん

寺じ

、慈じ

雲う
ん

寺じ

へ
の
参
詣
が
懸
案
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
正
月
に
も
こ
の
五
か
寺
に
参

詣
す
る
予
定
が
た
て
ら
れ
ま
し
た
が
ま
た
も

延
期
と
な
り
、三
月
に
な
り
よ
う
や
く
月
照

寺
の
み
に
参
詣
し
て
、翌
週
に
治
郷
は
江
戸

へ
戻
っ
た
の
で
し
た
。
こ
の
記
録
か
ら
は
、

ど
ん
な
に
体
調
が
悪
く
て
も
、参
詣
が
最
優

先
さ
れ
る
の
は
菩
提
寺
で
あ
る
月
照
寺
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

次
に
、
特
別
展
で
展
観
し
た
月
照
寺
蔵

狩か
の
う野

永え
い

雲う
ん

筆「
十

じ
ゅ
う

六ろ
く

羅ら

漢か
ん

図ず

」に
つ
い
て
詳

し
く
紹
介
し
ま
し
た
。
狩
野
永
雲
は
、松
江

松
平
家
初
代
藩
主
・
直
政
、二
代
・
綱つ

な

隆た
か

の
頃

に
活
躍
し
た
松
江
藩
御
用
絵
師
で
す
。
も
と

は
太
田
氏
と
い
う
松
江
藩
士
で
す
が
、江
戸

で
狩
野
派
の
絵
師
・
狩か

の
う野

安や
す

信の
ぶ

に
絵
を
学
び

狩
野
の
姓
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
永
雲
が
描

い
た「
十
六
羅
漢
図
」は
、十
六
羅
漢（
釈
迦

の
法
を
継
ぐ
十
六
人
の
弟
子
）を
一
面
ず
つ

に
わ
け
て
描
い
た
も
の
で
、金
地
に
白
緑
や

群ぐ
ん

青じ
ょ
う

の
絵
具
の
色
が
映
え
る
美
し
い
作
品
で

す
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
羅
漢
た
ち
は
永
雲
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
図
像
な
の
か
と
思
い
き
や
そ
う

で
は
な
く
、狩
野
派
に
つ
た
わ
る
図
像
が
基

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
証

拠
に
、こ
の
月
照
寺
本「
十
六
羅
漢
図
」と
ほ

と
ん
ど
同
じ
図
様
の
作
品
が
、永
雲
の
師
・

安
信
に
よ
っ
て
描
か
れ
、京
都
・
萬ま

ん

福ぷ
く

寺じ

に

奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
月
照
寺
本「
十
六
羅

漢
図
」は
月
照
寺
に
あ
る
仏
教
美
術
と
し
て

優
れ
た
作
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、地
方
に
伝で

ん

播ぱ

し
た
狩
野
派
の
絵
師
の
研
究
に
も
重
要
な

作
品
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

ほ
か
に
も
、特
別
展
で
展
示
し
た
虚き

堂ど
う

智ち

愚ぐ

筆「
照

し
ょ
う

禅ぜ
ん

者し
ゃ

あ
て
偈げ

頌じ
ゅ（

破や
ぶ

れ
虚き

堂ど
う

）」（
国

宝
、東
京
国
立
博
物
館
蔵
）を
松
平
不
昧
が

い
か
に
大
切
に
し
て
い
た
の
か
、な
ど
を
お

話
し
し
ま
し
た
。

�

（
副
主
任
学
芸
員
　
藤
岡
奈
緒
美
）

特
別
展「
月げ

っ

照し
ょ
う

寺じ

と
松
平
家
の
宝
」こ
ぼ
れ
話

松江歴史館では、毎回異なるテーマを設けて
松江の歴史やゆかりの美術のお話をする「松
江おもしろ談義」を開催しています。今回は
令和6年10月の講座の内容をダイジェストで
お届けします。
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松江歴史館HP

水の都と呼ばれる松江では、江戸時代から水路
を利用していました。そのことがわかる設備が松
江歴史館北側の堀端に「乙

おと

部
べ

灘
なだ

」として残ってい
ます。灘とは、陸上から川面に降りるため、階段状
に作られたものです。灘には舟が着き、人の移動
や物資の輸送に役立てたのです。
「乙部灘」の名称は、松江歴史館の場所にかつて
松江藩家老乙部家の屋敷があり、その門前にあっ
たことに由来します。松江には改修した灘やその
ままの姿で残る灘があります。堀川遊覧船に乗り、
灘を探してみてはいかがでしょうか。

乙
お と

部
べ

灘
な だ

松江歴史館開館以来、「喫茶きはる」において数々の素晴らしい和菓子を作り
続け、松江のお茶文化と和菓子を全国に広めてこられた 現代の名工・伊

い

丹
たみ

二
つぎ

夫
お

氏がご勇退されました。
伊丹氏の作る上生菓子をご愛顧いただきました皆様には心より感謝しますとともに、
引き続き「喫茶きはる」をお引き立てくださいますようお願い申し上げます。

現代の名工  伊
い

丹
た み

二
つ ぎ

夫
お

氏
ご勇退のお知らせ

料金改定のお知らせと
市民割引の開始について

乙部灘と松江城天守

アクセス 〉〉〉 松江歴史館より北へすぐ（徒歩1分）

【料金表】 改定後の観覧料
区分 個人 松江市民

松江歴史館

基本展示
大人 700円 350円

小中学生 350円 180円
企画展示 展示ごとに金額が異なります。

年間
パスポート

大人 2,100円 1,050円
小中学生 1,050円 540円

松江
ホーランエンヤ

伝承館

大人 270円 140円

小中学生 140円 70円

松江歴史館と松江ホーランエンヤ伝承館で
は、令和7年4月1日より観覧料・施設使用料
を改定します。松江市民の方は、運転免許証
やマイナンバーカードなど、現住所が確認でき
るものを受付で提示いただくと、一般料金の
半額で展示を観覧できるように
なります。年間パスポートも市
民割引になります。詳細は歴史
館・伝承館のHPをご覧ください。

※年間パスポートは購入日から1年間、基本展示・企画展示が何度でも観覧できるお得
なパスポートです。

ひと足のばして歴史スポットめぐり

松江歴史館からのお知らせ

I N FORMAT ION



松
江
藩
に
ま
つ
わ
る
逸
話
集『
雲う

ん

陽よ
う

秘ひ

事じ

記き

』

に「
野の

白し
ら

御お

紙か
み

漉す
き

の
由
来
并

な
ら
び
に中

條
善
左
衛
門
の

事
」と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
。

松
江
藩
主
の
松

ま
つ
だ
い
ら平

直な
お

政ま
さ

公
が
、旧
領
越
前

か
ら
呼
び
寄
せ
た
中
條
善
左
衛
門
を
召
し

連
れ
、意お

宇う

郡
野の

白し
ら

村
に
お
出
ま
し
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
善
左
衛
門
に
紙
を
漉す

か
せ
た
の
が
、野
白
御
紙
漉
の
始
ま
り
で
す
。

二
代
目
善
左
衛
門
に
は
、秘
伝
で
あ
る「
越え

ち

前ぜ
ん

奉ほ
う

書し
ょ

」の
製
法
を
会
得
す
る
よ
う
命
じ

ま
し
た
。
越
前
に
送
り
込
ま
れ
た
善
左
衛

門
は
、耳
が
聞
こ
え
ず
、話
す
こ
と
も
で
き

な
い
振
り
を
し
て
働
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
気

を
許
し
た
職
人
は
、善
左
衛
門
の
前
で
隠
さ

ず
紙
漉
き
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
様
を
見
聞
き
し
て
技
を
習
得
し
た
善

左
衛
門
は
、夜
に
紛
れ
て
出い

ず
も雲

に
帰
り
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
野
白
村
で
は
越
前
以
上
に

良
い
紙
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
史
実
と
異
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、江
戸
時
代
の
記
録
や
現
在
の
町

の
中
に
も
、野
白
村（
乃
白
村
と
も
書
き
ま
す
）

に
お
け
る
紙
漉
の
跡あ

と
か
た形

が
あ
り
ま
す
。

享
保
二
年（
一
七
一
七
）に
成
立
し
た
出
雲
国

の
地
誌『
雲う

ん
よ
う
し

陽
誌
』は
、野
白
村
で
の
紙
漉
を「
此

川
の
流
水
に
て
紙
を
す
く
な
り
、越え

っ

州し
ゅ
う・

濃の
う

州
し
ゅ
う

に
も
お
と
ら
す
と
い
ふ
」と
記
録
し
て
い
ま
す
。

村
を
貫
流
す
る
忌い

ん
べ部

川
の
流
水
を
使
っ
て
、優

れ
た
紙
を
産
出
す
る
越
前
国（
現
在
の
福
井
県
）

や
美み

の濃
国（
現
在
の
岐
阜
県
）に
も
劣
ら
な
い
紙

を
漉
く
、と
賞
賛
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
程
の
紙
を
産
す
る
野
白
村
で
す
が
、工

房
の
数
は
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
出
雲
国
を

統
治
す
る
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
、今
で
言
う

所
の
国
勢
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
た
よ
う
な

『
雲う

ん
よ
う
だ
い
す
う
ろ
く

陽
大
数
録
』に
は
、十
八
世
紀
後
半
の「
紙

漉
」の
軒
数
が
記
し
て
あ
り
ま
す
。そ
こ
に
は「
乃

白
三
軒
」と
あ
り
、出
雲
国
内
二
八
五
軒
の
内
、

野
白
村
の
製
紙
業
者
は
わ
ず
か
三
軒
だ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。し
か
し
、こ
の
三
軒
が
松
江

藩
の
御
用
を
賄ま

か
なう

重
役
を
担
っ
て
い
た
の
で
す
。

中
條
善
左
衛
門
、野
津
甚
七
、野
津
甚
八
か
ら

始
ま
る
三
家
は
、松
江
藩
に
仕
え
る
下
級
藩
士

と
し
て
、代
々
紙
漉
に
従
事
し
ま
し
た
。

松
江
藩
が
必
要
と
し
た
紙
は
、ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
事
務
用
品
の

御ご
よ
う
し

用
紙
は
、使
用
す
る
役
所
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ

ン
が
異
な
り
、御お

し
お
き
ど
こ
ろ

仕
置
所
用
は
紙
の
中
央
に
赤

黄
色
の
横
線
一
筋
、御ご

よ
う
ど
こ
ろ

用
所
用
は
黄
色
の
横
線

一
筋
、御お

め
つ
け
ど
こ
ろ

目
付
所
用
は
赤
の
山
形
線
、と
い
う
よ

う
に
定
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
上
質
の
紙
は
贈
答

品
に
な
り
、地
域
通
貨
で
あ
る
藩は

ん
さ
つ札

の
用
紙
も

必
要
で
し
た
。こ
う
し
た
紙
の
需
要
に
応
え
て
、

野
白
紙
は
多
種
多
様
に
発
展
し
た
の
で
す
。

乃
木
地
区
の
乃
白
町
に
あ
る
野
白
神
社
の
境

内
に
、製
紙
業
者
が
信
仰
し
た
穀か

じ

木き

神
社
が
あ

り
ま
す
。
参
道
脇
に
は「
安
政
二
卯
年
十
二
月

吉
日
」「
野
津
甚
七
／
野
津
儀
右
ヱ
門
／
中
條
善

左
ヱ
門
」と
刻
ま
れ
た
石
灯
籠
が
あ
り
、野
白
村

の
紙
屋
三
軒
の
名
を
現
地
に
残
し
て
い
ま
す
。

�

（
副
主
任
学
芸
員
　
笠
井
今
日
子
）

松江歴史館は、松江市域ゆかりの歴史
資料や美術作品を多数収蔵しています。
このシリーズでは、収蔵資料や近年調査
した資料などを地域ごとに紹介します。

出雲弁で「わたしたちの地域に何が
あるの？」という意味

乃木編
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松江藩御用の野
の

白
しら

紙
がみ わ

が
と
こ
に
、

何
が
あ
ー
かね
？

地
域
ゆ
か
り
の
資
料
紹
介

松江市

乃木

松江藩の御用紙（当館蔵）


