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秋田県立博物館【菅江真澄資料センター】

「真澄」は、菅江真澄資料センターの活動を紹介する広報紙です。
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　菅
江
真
澄
の
魅
力
の
一
つ
に
、
著
作
に
添
え
ら
れ
た

図
絵
が
あ
り
ま
す
。
土
地
の
よ
う
す
や
事
物
を
写
実
的

に
描
い
た
図
絵
か
ら
は
、
人
び
と
の
暮
ら
し
に
つ
な
が

る
多
く
の
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
特

に
秋
田
県
民
に
と
っ
て
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
郷
土
を

知
る
た
め
の
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
、
大
き
な
財
産

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　真
澄
が
描
く
図
絵
は
、
旅
の
は
じ
め
か
ら
完
成
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
蝦
夷
島
（
北
海
道
）
の
旅
を
境
に

大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

　展
示
で
は
、
真
澄
が
描
く
図
絵
の
変
化
が
、
松
前
に

お
け
る
加
藤
肩
吾
と
の
交
流
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と

す
る
内
田
武
志
の
論
に
拠
っ
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

真
澄
の
著
作
に
添
え
ら
れ
た
約
二
四
○
○
図
に
も
上
る

図
絵
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
描
画
手
法
と
そ
の
特
徴
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

　菅
江
真
澄
が
図
絵
を
描
く
目
的
は
、《
粉
本
稿
》

序
文
に
あ
る
文
言
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
、
見

知
ら
ぬ
土
地
、
珍
し
い
モ
ノ
、
珍
し
い
習
わ
し
を
描

い
て
、
故
郷
に
帰
っ
て
そ
れ
を
出
版
し
よ
う
と
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　真
澄
の
着
眼
点
は
「
世
に
こ
と
（
異
・
殊
）
な
れ
る
」

（《
粉
本
稿
》
序
文
の
文
言
）
点
に
あ
り
、
も
の
ご
と

を
比
較
し
て
見
る
真
澄
の
眼
が
、
図
絵
に
活
か
さ
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
旅
人
で

あ
る
真
澄
が
持
つ
特
徴
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　真
澄
が
生
き
た
時
代
、
人
に
も
の
ご
と
を
分
か
り

や
す
く
伝
え
る
に
は
、
図
絵
を
描
く
こ
と
が
最
も
有

効
な
手
段
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
真
澄
が
描
い
た

図
絵
と
そ
の
技
能
は
、
日
記
の
記
述
を
具
体
的
で
分

か
り
や
す
い
も
の
に
し
、
旅
の
経
験
を
人
に
話
し
て

聞
か
せ
る
に
も
役
立
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は

旅
を
支
え
る
手
段
の
一
つ
に
な
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　後
年
、
真
澄
が
種
類
毎
に
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ

た
「
図
絵
集
」
は
、
対
象
物
を
区
別
し
て
描
く
描
写

力
の
表
れ
と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、秋
田
藩
領
の「
地

誌
」
は
、
多
く
の
図
絵
を
伴
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

他
の
地
誌
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
も
の
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
真
澄
の
著
作
を
語
る
に
は
、

図
絵
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

１

２

図
絵
を
描
く
目
的

図
絵
の
変
化

え
ぞ
が
し
ま

ふ
ん
ぼ
ん
こ
う

《粉本稿》序文
大館市立中央図書館蔵
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３

４

変
化
の
要
因

著
作
種
別
ご
と
の
図
絵
の
特
徴

　菅
江
真
澄
が
描
く
図
絵
は
、
蝦
夷
島
（
北
海
道
）

の
旅
を
境
に
し
て
、
描
法
、
緻
密
さ
、
日
記
に
差
し

挟
ま
れ
る
数
ま
で
、
大
き
く
変
化
し
て
い
ま
す
。

　真
澄
研
究
の
内
田
武
志
は
、『
菅
江
真
澄
全
集
』

別
巻
一
で
、
松
前
藩
の
藩
医
で
あ
っ
た
加
藤
肩
吾
と

の
交
流
が
、
図
絵
の
変
化
に
大
き
く
影
響
し
た
と
推

測
し
て
い
ま
す
。

　理
由
と
し
て
は
、
大
き
く
二
つ
の
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　一
つ
は
、
日
記
に
図
絵
を
差
し
挟
む
よ
う
に
な
っ

た
理
由
を
、「
愛
瀰
詩
歌
合
」
序
文
（《
風
の
落
葉
六
》

収
載
）
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
て

い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
日
記
に
図
絵
を
挟
む
こ
と

を
せ
ず
に
、
日
記
と
は
別
の
画
帳
に
図
絵
を
描
い
て

い
た
と
し
て
い
ま
す
。

　も
う
一
つ
は
、
加
藤
肩
吾
が
、
松
前
藩
応
接
使
の

一
員
と
し
て
ラ
ク
ス
マ
ン
ら
と
の
交
渉
の
中
で
見
せ

た
、
地
図
へ
の
高
い
関
心
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
加
藤

肩
吾
と
の
交
流
を
通
し
て
、
真
澄
自
身
の
地
図
へ
の

関
心
が
喚
起
さ
れ
、
鳥
瞰
図
や
遠
近
法
の
会
得
へ
と

つ
な
が
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。

　真
澄
の
鳥
瞰
図
的
な
描
法
の
会
得
は
、
内
田
武
志

が
『
菅
江
真
澄
全
集
』
別
巻
一
に
示
し
た
加
藤
肩
吾

と
の
交
流
の
ほ
か
、
文
化
文
政
期
か
ら
出
版
が
盛
ん

に
な
っ
て
い
く
各
地
の
名
所
図
会
、
そ
れ
に
寺
社
境

内
図
か
ら
の
影
響
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　真
澄
に
よ
る
蝦
夷
島
の
旅
以
前
で
い
う
と
、《
か

す
む
駒
形
》（
天
明
六
年
〈
一
七
八
六
〉）
に
見
え
る
『
都

名
所
図
会
』（
安
永
九
年
〈
一
七
八
○
〉
刊
）
太
秦
広

隆
寺
の
牛
祭
に
関
す
る
記
述
、
そ
れ
に
、《
わ
が
こ
こ

ろ
》（
天
明
三
年
〈
一
七
八
三
〉）
の
図
絵
に
見
え
る
「
更

級
郡
姨
捨
山
十
三
景
図
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　真
澄
は
、
旅
の
中
で
目
に
し
た
名
所
図
会
や
寺
社

境
内
図
、
そ
れ
に
地
図
や
絵
図
な
ど
の
描
法
や
特
徴

を
参
考
に
す
る
な
ど
し
な
が
ら
、
次
第
に
真
澄
ら
し

い
描
法
を
体
得
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ま
す
。

　　　　　更級郡姨捨山十三景図
資料は天保 14 年 (1843) の「増補再版」だが、
《わがこころ》との類似性が認められる。 《わがこころ》姨捨山

（天明 3年〈1783〉）
館蔵写本

『都名所図会』太秦広隆寺の牛祭
京都叢書版より

え

み

し
ち
ょ
う
か
ん
ず
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　菅
江
真
澄
は
、秋
田
を
再
訪
し
た
享
和
元
年
（
一

八
○
一
）
か
ら
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
頃
ま
で
、

主
に
現
在
の
秋
田
県
北
部
（
県
北
）
を
巡
っ
て
い

ま
す
。

　真
澄
は
、一
時
期
「
白
井
真
栖
」
の
名
乗
を
使
っ

て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
文
化
二
年
（
一
八

○
五
）
と
文
化
三
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
後
、
白
井
真
澄
へ
と
文
字
遣
い
を
改
め
、
さ

ら
に
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
初
め
頃
か
ら
「
菅

江
真
澄
」
へ
と
名
乗
を
変
え
て
い
ま
す
。

　展
示
で
は
、
真
澄
が
「
白
井
真
栖
」
を
名
乗
っ

た
頃
の
日
記
に
つ
い
て
、
そ
の
足
跡
と
概
要
、
そ

し
て
特
徴
的
な
記
事
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、副
題
を
「
真
栖
の
こ
ろ
」
と
し
ま
し
た
。

《
雪
の
道
奥
雪
の
出
羽
路
》

●
享
和
元
年（
一
八
○
一
）十
一
月
〜
十
二
月
末
。深
浦（
青

森
県
）
を
旅
立
っ
た
真
澄
が
、
十
七
年
ぶ
り
に
秋
田

に
入
っ
て
き
た
時
の
日
記
。
ハ
タ
ハ
タ
や
年
市
の
様

子
な
ど
、
特
徴
的
な
図
絵
が
あ
る
。

《
し
げ
き
山
本
》

●
享
和
二
年
三
月
〜
六
月
。
真
澄
は
二
度
、
合
わ
せ

て
一
ヶ
月
余
り
も
藤
琴
川
上
流
の
太
良
鉱
山
（
藤
里
町
）

に
滞
在
し
、
付
近
の
山
々
を
巡
っ
て
い
る
。

《
雪
の
秋
田
根
》

●
享
和
二
年
十
月
〜
十
二
月
末
。
森
吉
山
に
登
っ
た

後
、
麓
に
あ
る
白
糸
の
滝
を
見
る
な
ど
し
て
大
滝
温

泉
（
大
館
市
）
に
至
っ
た
。
図
絵
が
四
十
二
図
と
多
く
、

雪
中
の
図
絵
に
特
徴
が
あ
る
。

《
す
す
き
の
出
湯
》

●
享
和
三
年
一
月
〜
五
月
末
の
六
ヶ
月
間
（
閏
一
月
を

含
む
）の
日
記
。
大
滝
温
泉
を
本
拠
に
し
て
、十
二
所（
大

館
市
）
と
の
行
き
来
を
何
度
か
す
る
。
五
月
に
は
大

葛
鉱
山
（
大
館
市
比
内
町
）
に
出
か
け
て
い
る
。

《
に
え
の
し
が
ら
み
》

●
享
和
三
年
六
月
の
日
記
。
書
名
は
、
藤
原
泰
衡
の

終
焉
地
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
基
づ
く
。
発
掘
さ
れ
た

土
器
や
古
鈴
な
ど
、
考
古
に
関
わ
る
記
録
に
特
徴
が

あ
る
。

《
み
か
べ
の
よ
ろ
ひ
》

●
文
化
二
年
（
一
八
○
五
）
七
月
〜
九
月
（
閏
八
月
含
む
）

の
日
記
。

《
か
す
む
月
星
》

●
文
化
三
年
二
月
〜
三
月
の
一
ヶ
月
程
の
日
記
。

《
浦
の
笛
滝
》

●
文
化
元
年
の
一
編
と
同
三
年
（
一
八
○
六
）
の
二
編

の
三
部
か
ら
成
る
。
第
一
部
は
北
秋
田
市
川
井
で
迎

え
た
正
月
行
事
の
記
録
。
第
二
部
は
能
代
市
滞
在
中

の
付
近
の
見
聞
、
第
三
部
は
笛
滝
（
八
峰
町
）
に
行
く

ま
で
の
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

《
お
が
ら
の
滝
》

●
文
化
四
年
（
一
八
○
七
）
三
月
〜
五
月
。
岩
館
（
八
峰
町
）

か
ら
能
代
を
通
り
、
雪
沢
（
大
館
市
）
に
至
る
ま
で
の

見
聞
を
記
し
て
い
る
。
中
国
南
方
に
漂
流
し
た
と
い

う
吉
太
郎
漂
流
譚
を
書
き
留
め
て
い
る
。

《
錦
木
》

●
文
化
四
年
五
月
末
と
七
月
初
め
の
断
片
的
な
記

述
。
全
五
十
九
丁
の
う
ち
冒
頭
の
四
分
の
一
が
、
盛

岡
藩
領
鹿
角
郡
毛
馬
内
付
近
を
巡
っ
た
日
記
と
、
錦

木
塚
に
関
す
る
他
者
の
詩
歌
六
編
と
図
絵
。
他
の
大

部
分
は
、
主
に
津
軽
地
方
の
図
絵
で
あ
る
。

《
十
曲
湖
》

●
文
化
四
年
八
月
〜
九
月
。
毛
馬
内
（
鹿
角
市
）
を
起

点
に
し
て
、
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
十
和
田
湖
と
周
辺
に

あ
る
滝
を
見
物
に
行
っ
た
。
全
体
の
約
半
分
に
あ
た

る
図
絵
が
鮮
や
か
で
あ
る
。

１
．
県
北
部
に
関
わ
る
真
澄
の
日
記

２
．「
真
栖
」の
こ
ろ

《かすむ月星》　館蔵写本

《みかべのよろひ》
　　　　館蔵写本

軸
装

　清
応
院
嶺
眼
の
夢
（
三
種
町
・
小
笠
原
進
氏
蔵
）

軸
装

　斎
藤
治
継
四
十
二
歳
の
祝
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（北
秋
田
市
・
吉
田
マ
ツ
ヱ
氏
蔵
）

み
ち
お
く

い
で
わ
じ

だ
い
ら

く
ぞ

じ
ゅ
う
に
し
ょお

お

や
す
ひ
ら

と
し
の
い
ち

け
ま
な
い
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４
．《
か
す
む
月
星
》
足
跡
図
と
八
つ
の
話
題

３
．《
み
か
べ
の
よ
ろ
ひ
》
足
跡
図
と
八
つ
の
話
題

※

文
化
三
年
の
旅
と
な
る
《
浦
の
笛
滝
》
第
二
部
・
第
三
部
に
つ
い
て
は
、
本
紙
で
は
紹
介
し
て
い
ま
せ
ん
。

※

足
跡
図
の
下
図
と
し
て
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
４
』
の
附
図
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

※

①
〜
⑧
の
白
ヌ
キ
番
号
は
、
足
跡
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。
足
跡
図
が
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
を
お
詫
び
し
ま
す
。
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菅
江
真
澄
が
北
に
向
け
て
旅
を
し
た
時
代
は
、
シ

ベ
リ
ア
開
発
に
伴
う
ロ
シ
ア
の
南
下
政
策
で
、
そ
れ

ま
で
化
外
の
地
と
さ
れ
て
い
た
蝦
夷
地
が
大
き
く
注

目
さ
れ
始
め
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、

真
澄
は
松
前
に
四
年
間
滞
在
し
、
そ
の
後
、
下
北
か

ら
津
軽
、
さ
ら
に
秋
田
へ
と
旅
を
続
け
ま
す
。

　
漂
流
民
送
還
と
通
商
交
渉
を
目
的
と
し
た
第
一
回

遣
日
使
節
の
ラ
ク
ス
マ
ン
来
航
に
関
し
て
、
真
澄
は

下
北
で
の
日
記
に
噂
話
な
ど
を
記
し
て
い
ま
す
。

　
展
示
で
は
、
日
露
交
渉
史
に
お
け
る
主
に
ラ
ク
ス

マ
ン
来
航
と
「
文
化
露
寇
」
の
経
緯
な
ど
を
紹
介
し

な
が
ら
、
真
澄
の
記
録
と
の
関
わ
り
を
紹
介
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
、《
お
が
ら
の
滝
》
に
記
録
さ
れ
た
八

森
出
身
の
吉
太
郎
漂
流
譚
を
は
じ
め
と
し
て
、
当
時

の
日
本
に
と
っ
て
の
「
異
国
」
に
関
す
る
真
澄
の
記

述
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　ロ
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
開
発
と
は
、
外
貨
獲
得
の
た

め
に
、ラ
ッ
コ
や
黒
テ
ン
な
ど
の
毛
皮
獣
を
狩
猟
し
、

ま
た
、
北
方
民
族
か
ら
人
頭
税
と
し
て
毛
皮
を
奪
取

す
る
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
し
た
。

　し
か
し
、
食
料
な
ど
の
物
資
を
ウ
ラ
ル
山
脈
西
側

か
ら
陸
路
運
ぶ
の
は
困
難
で
、
シ
ベ
リ
ア
に
住
ん
だ

ロ
シ
ア
人
は
慢
性
的
な
食
糧
不
足
と
野
菜
不
足
な
ど

に
よ
る
壊
血
病
で
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
。

　そ
こ
で
、
シ
ベ
リ
ア
の
近
く
に
あ
り
、
し
か
も
物

資
を
大
量
に
海
路
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
日
本
と
の
交

易
が
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
当
時
日
本
は

限
ら
れ
た
国
（
地
域
）
と
の
交
易
し
か
認
め
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。

　ロ
シ
ア
の
捕
虜
と
な
っ
て
い
た
ベ
ニ
ョ
フ
ス
キ
ー

が
シ
ベ
リ
ア
か
ら
逃
走
し
た
際
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
日

本
侵
略
の
嘘
の
警
告
を
も
た
ら
し
（
い
わ
ゆ
る
「
は

ん
べ
ん
ご
ろ
う
事
件
」）、
こ
れ
を
伝
え
聞
い
た
工
藤

平
助
が
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』、林
子
平
が
『
海
国
兵
談
』

を
著
す
な
ど
し
て
、
蝦
夷
島
は
一
気
に
注
目
を
集
め

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　そ
の
後
、
神
昌
丸
漂
民
送
還
と
通
商
要
求
を
目
的

に
し
た
ラ
ク
ス
マ
ン
来
航（
寛
政
四
年〈
一
七
九
二
〉）

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
噂
話
な
ど
を
、
真
澄
は
下
北

で
の
日
記
《
牧
の
冬
枯
》《
奥
の
浦
々
》《
牧
の
朝
露
》

に
書
き
留
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
黒
屋
光
太
夫
の

漂
流
譚
を
《
か
た
ゐ
袋
》
の
断
簡
部
分
に
書
き
写
す

な
ど
し
て
い
ま
す
。

　さ
ら
に
、
若
宮
丸
漂
民
送
還
と
通
商
要
求
を
目
的

に
し
た
第
二
回
遣
日
使
節
レ
ザ
ノ
フ
へ
の
対
応
か

ら
、文
化
三
年
（
一
八
○
六
）
と
同
四
年
に
か
け
て
、

「
文
化
露
寇
」
と
呼
ば
れ
る
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
関
わ
る
記
述
を
、
真
澄
は
秋
田
で
の
日

記
《
お
が
ら
の
滝
》
に
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

１
．
日
露
交
渉
と
真
澄
の
記
録

２
．
ラ
ク
ス
マ
ン
来
航

え
　
ぞ
　
ち

け
が
い

ぶ
ん
か
ろ
こ
う

ひ
ょ
う
り
ゅ
う
た
ん

か
い
け
つ
び
ょ
う

え
ぞ
が
し
ま

し
ん
し
ょ
う
ま
る

だ
ん
か
ん
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３
．
文
化
露
寇
と
そ
の
対
応

４
．
江
戸
時
代
の「
異
国
」と

　
　
真
澄
の
記
録

５
．
漂
流
に
ま
つ
わ
る
話
題

し
ん
ぱ
い

　ラ
ク
ス
マ
ン
来
航
に
際
し
て
幕
府
が
与
え
た
長
崎

入
港
許
可
証
（
信
牌
）
を
持
っ
て
、
文
化
元
年
（
一

八
○
四
）
九
月
、
第
二
回
遣
日
使
節
と
な
る
レ
ザ
ノ

フ
が
長
崎
に
来
航
し
ま
し
た
。
対
応
に
苦
慮
し
た
幕

府
は
、
長
崎
に
半
年
も
待
た
せ
た
挙
げ
句
に
通
商
を

拒
否
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
国
王
か
ら
の
親
書
、
将

軍
へ
の
贈
り
物
の
受
け
取
り
も
拒
否
し
ま
し
た
。
こ

の
対
応
に
怒
っ
た
レ
ザ
ノ
フ
は
、
部
下
に
蝦
夷
地
襲

撃
の
命
令
を
与
え
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
文
化
三

年
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
、
樺
太
、
エ
ト
ロ
フ
島
、

利
尻
島
に
あ
っ
た
ア
イ
ヌ
交
易
の
た
め
の
番
屋
が
襲

わ
れ
る
な
ど
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
通
商
を
求
め
る

た
め
の
脅
し
で
し
た
。
驚
い
た
幕
府
は
、
弘
前
藩
と

盛
岡
藩
に
蝦
夷
地
警
備
の
出
兵
、
秋
田
藩
と
庄
内
藩

に
は
援
軍
と
し
て
の
出
兵
を
命
じ
ま
し
た
。

　真
澄
の
《
お
が
ら
の
滝
》
に
は
、
秋
田
藩
士
出
兵

の
た
め
、
街
道
筋
の
人
々
が
川
舟
や
馬
を
準
備
す
る

様
子
を
、
能
代
と
大
館
で
書
き
留
め
て
い
ま
す
。

 《
久
保
田
の
落
ち
穂
》（
館
蔵
）
に
あ
る
真
澄
の
自
筆

　江
戸
時
代
、
日
本
は
四
つ
の
国
（
地
域
）
と
交
易

を
し
て
い
ま
し
た
（
こ
れ
を
「
四
つ
の
口
」
と
い
う
）。

長
崎
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
と
中
国
、
対
馬
藩
を
通
じ

た
朝
鮮
、
そ
れ
に
薩
摩
藩
を
通
じ
た
琉
球
で
す
。

　一
方
、
眼
を
北
に
転
ず
る
と
、
松
前
藩
を
通
じ
て

ア
イ
ヌ
及
び
そ
の
北
方
に
住
む
人
た
ち
と
交
易
を
し

て
い
ま
し
た
。
蝦
夷
地
（
松
前
周
辺
を
除
い
た
現
在

の
北
海
道
）
を
異
国
と
見
な
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
、
寛

政
十
一
年
（
一
七
九
九
）、
幕
府
が
東
蝦
夷
地
を
幕

領
化
し
て
か
ら
は
、
蝦
夷
地
を
日
本
の
一
部
と
見
な

し
た
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
徳
川
家
康
が
、
松
前

慶
広
に
黒
印
状
を
与
え
た
時
点
（
一
六
○
四
年
、
慶

長
九
年
）
で
は
、
松
前
藩
に
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
権
を

認
め
た
だ
け
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
蝦
夷
地
は
誰
の

も
の
で
も
な
く
、た
だ
ア
イ
ヌ
の
住
む
土
地
で
し
た
。

つ
ま
り
、
異
国
で
も
日
本
で
も
な
く
、
そ
も
そ
も
国

と
い
う
概
念
が
当
て
は
ま
ら
な
い
「
化
外
の
土
地
」

だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、ロ
シ
ア
と
い
う
大
国
が
、

シ
ベ
リ
ア
開
発
の
た
め
に
日
本
を
交
易
相
手
に
し
よ

う
と
し
た
た
め
、
日
本
の
国
家
意
識
が
目
覚
め
て
、

寛
政
十
一
年
以
降
、
蝦
夷
地
を
内
国
化
し
て
い
っ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　真
澄
が
、
ア
イ
ヌ
あ
る
い
は
蝦
夷
地
を
ど
う
見
て

い
た
か
に
つ
い
て
は
、
感
想
め
い
た
記
述
が
少
な
い

た
め
に
、
簡
単
に
は
答
え
が
出
せ
そ
う
も
あ
り
ま
せ

ん
。　真

澄
の
記
録
に
見
る
異
国
情
報
と
し
て
は
、
ロ
シ

ア
に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
あ
と
は
若
干
、
朝
鮮
と

琉
球
に
関
す
る
記
録
が
見
え
る
だ
け
で
、
琉
球
に
つ

い
て
は
、書
物
か
ら
の
情
報
が
主
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
記
述

す
る
中
で
若
干
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　ま
た
、
当
時
の
交
易
国
と
し
て
の
中
国
に
つ
い
て

は
記
述
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
長
い
間
、
中

国
は
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
た
め
に
、
関
係
す
る
記
述
を
特
定
す
る
の
が
難
し

く
な
っ
て
い
ま
す
。

　真
澄
の
異
国
情
報
は
、
漂
流
譚
な
ど
に
関
す
る
人

か
ら
の
聞
き
書
き
や
噂
、
そ
れ
に
、
書
物
か
ら
の
知

識
が
主
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

カ
ラ
フ
ト
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29No.

◆
脇
本
城
址
懇
話
会
「
脇
本
城
址
第
16
号
」◆
東
北
芸

術
工
科
大
学
東
北
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
「
季
刊
東
北

学
第
26
・
27
・
28
号
」「
ま
ん
だ
ら
第
46
・
47
・
48
号
」「
真

澄
学
第
６
号
」◆
秋
田
県
文
化
財
保
護
協
会
「
出
羽
路

第
１
４
８
号
」◆
田
口
昌
樹
「
雪
国
民
俗
第
３
５
号
」

「
い
わ
な
第
１
３
７
・
１
３
８
・
１
３
９
・
１
４
０
・

１
４
１
号
」「
あ
き
た
浪
漫
第
25
・
26
・
27
・
28
号
」

◆
錦
仁
「
な
ぜ
和
歌
を
詠
む
の
か
」◆
菊
池
勇
夫
「
菅

江
真
澄
が
見
た
ア
イ
ヌ
文
化
」◆
奈
良
女
子
大
学
文
学

部
言
語
文
化
学
科
日
本
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
コ
ー
ス

「
叙
説
第
38
号
」◆
加
藤
愼
一
郎
「
羽
州
金
沢
古
柵
の

人
伊
藤
直
純
」◆
男
鹿
市
菅
江
真
澄
研
究
会
「
男
鹿
五

風
（
会
誌
第
17
号
）」「
菅
江
真
澄
と
地
震
講
演
と
学

習
の
会
」◆
藤
田
守「
古
碑
景
艸
之
二
・
五
城
目
町
」「
古

碑
景
艸
之
三
・
八
郎
潟
町
①
」◆
菅
江
真
澄
研
究
会「
菅

江
真
澄
研
究
第
73
・
74
・
75
号
」◆
福
岡
龍
太
郎
「
菅

江
真
澄
の
見
た
森
吉
（
上
）・（
下
）」「
秋
田
山
考
」◆

岩
田
計
子
「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
１
〜
５
・
随
筆
集
」「
菅

江
真
澄
全
集
第
１
〜
12
巻
・
別
巻
１
」「
菅
江
真
澄
と

秋
田
」「
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
１
・
２
」「
な
ぜ
真

澄
は
北
を
旅
し
た
か
」「
菅
江
真
澄
研
究
│
菅
江
真
澄

翁
１
７
０
年
祭
記
念
号
│
」◆
株
式
会
社
企
画
集
団
ぷ

り
ず
む
「
白
神
学
第
２
巻
」◆
長
野
市
立
博
物
館
「
道

が
人
を
つ
な
ぐ
│
北
国
街
道
の
４
０
０
年
│
」◆
泉
明

「
年
表
で
み
る
船
川
港
の
あ
ゆ
み
」◆
吉
川
弘
文
館

「
知
っ
て
お
き
た
い
日
本
の
年
中
行
事
事
典
」　
他

※

寄
贈
図
書
は
、
ス
タ
デ
ィ
ル
ー
ム
で
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

寄
贈
図
書

（
平
成
23
年
２
月
〜
平
成
24
年
１
月
）

企画コーナー展の展示スペースでは、コーナー展の合間に「収蔵資料の紹介」を
行い、新たな展示の仕方を試みるなどしながら、真澄の著作をさまざまな視点か
ら紹介しています。

展示パネルでは実際に樹木がある場所を明示し、いくつかの樹木については実景
写真も併せて紹介しました。

真澄の図絵に見る「文化財」（国指定と県指定）
右写真は、《雪の出羽路平鹿郡十一》に描かれた「荒処の沼入り梵天行事」（横手市）
です。記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財（国）と無形文化財（県）に
同時に指定されています。展示資料は、館蔵の写本（通称・県庁本）です。

　　
真
澄
は
《
雪
の
秋
田
根
》
に
、
中
世
の
比
内
を
領
し
た
浅
利
氏
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
伝
承
を
書
き
記
し
て
い
る
。「
浅

利
氏
は
甲
斐
国
の
出
自
で
あ
る
が
、
津
軽
か
ら
比
内
に
移
り
、
独
鈷
村
を
本
拠
と
し
た
。
浅
利
勝
頼
と
そ
の
子
頼
平
は
、
安
東

実
季
と
何
度
も
戦
っ
て
う
ち
負
か
し
て
い
た
。
し
か
し
、豊
臣
秀
吉
か
ら
、今
後
い
く
さ
を
し
な
い
よ
う
に
と
の
裁
定
が
あ
っ
た
。

実
季
は
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
。
実
季
が
扇
田
城
に
勝
頼
を
訪
ね
て
盃
を
交
わ
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
か
つ
て
安
東
家
に
仕
え
て

い
た
こ
と
の
あ
る
生
内
権
介
と
い
う
者
が
、
突
然
に
勝
頼
に
斬
り
か
か
っ
た
。
浅
利
の
家
来
た
ち
は
為
す
す
べ
も
な
く
、
権
介

は
逃
げ
た
。
そ
れ
を
頼
平
と
そ
の
子
の
頼
広
が
追
っ
て
い
き
、
尾
組
内
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
よ
う
や
く
権
介
を
討
ち
取
っ
た
の

で
あ
る
。
勝
頼
の
傷
は
癒
え
た
が
、
度
重
な
る
戦
い
で
、
合
戦
中
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
安
東
実
季
と
再
び
戦
っ
て
比
内

を
攻
め
取
っ
た
頼
平
は
、
再
び
秀
吉
か
ら
所
領
を
安
堵
さ
れ
た
が
、
甲
斐
国
以
来
の
家
来
の
子
孫
で
あ
る
杉
沢
・
片
山
・
佐
藤

か
ら
毒
を
盛
ら
れ
て
し
ま
い
、
大
坂
で
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
浅
利
家
に
伝
わ
っ
た
と
思
わ
れ
る
琵
琶
が
あ

る
。
今
で
は
こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
昔
を
偲
ば
せ
る
よ
う
に
照
り
輝
い
て
い
る
」。
そ
し
て
、
浅
利
の
琵
琶
を
図
示
し
て
、

次
の
歌
を
詠
ん
だ
。「
む
か
し
誰
が
手
に
馴
し
け
ん
四
の
緒
に
し
ら
べ
か
へ
た
る
松
風
の
こ
ゑ
」。
現
在
、
大
館
市
比
内
町
・
大

日
神
社
に
残
る
そ
の
琵
琶
の
内
側
に
は
真
澄
自
筆
短
冊
の
断
片
が
貼
ら
れ
て
お
り
、「
浅
利
家
の
調
度
と
て
大
日
堂
に
納
め
て

こ
ぼ
れ
た
る
琵
琶
な
む
有
け
る
を
見
て
」
の
詞
書
と
、
わ
ず
か
に
初
句
の
「
む
」、
第
三
句
の
「
し
ら
」
の
文
字
だ
け
が
残
る
。

表
紙
解
説

図
絵
は
《
雪
の
秋
田
根
》（
館
蔵
写
本
）、
写
真
は
企
画
コ
ー
ナ
ー
展
「
真
澄
、
県
北
の
旅
」

・今年度の後半は、にわかランナーのように走ったり休んだりしながらラク
スマン来航について調べてきた。真澄をめぐる学びとは言え、資料集や専
門書が必要な時もある。気まぐれな使用だから、自然、自分で買い求める。
そこからようやくしぼり出される解説文もある。博物館の仕事とは、時間
と労力、それにいくらかの身銭だとの覚悟もわずかばかりの経験もあるが、
何年経っても年度末は「あんべいいがァ」の自問が続く。一階出入口の一
本の白梅。当館に春を告げるその一輪だけを待っている。（松山）
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