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・平成30年は真澄没後190年に当たる年であった。当館でも「菅江真澄、記憶のかた
ち～没後百九十年記念展」と題して企画展を行い、多くの方々に足を運んで頂いた。
また併せてシンポジウムや講話会、ビデオ上映会などの様々な付帯事業も行った。こ
ちらの方も盛況で、予想を上回るご参加を頂いた。没後190年という節目の年が、改
めて真澄のことを多くの方々に知って頂く機会となったことを大変喜ばしく思う。表
紙の写真は、(上)企画展入口の様子、(下左)シンポジウムの様子、(下右)講話会の様子
である。協力して頂いた企画展の資料所蔵者、シンポジウムや講話会等の付帯事業を
共催して頂いた菅江真澄研究会の皆様に改めてお礼を申し上げたい。
　５月には元号が変わる。新しい時代の幕開けを迎える節目の時、「温故知新」とい
う言葉が私の脳裏に浮かぶ。これまでの諸先輩方の積み重ねを大切にしながら、新し
い時代、新たな発見を目指していきたい。(角崎)

⑧
錦
木
雑
葉
集
（
に
し
き
ぎ
ざ
つ
よ
う
し
ゅ
う
）

⑨
け
ふ
の
せ
ば
の
の

⑩
奥
の
冬
ご
も
り

⑪
雪
の
山
越
え

⑫
都
由
野
塵
束
（
つ
ゆ
の
ち
り
つ
か
）

⑬
粉
本
稿
（
ふ
ん
ぽ
ん
こ
う
）

⑭
雪
の
お
ろ
ち
ね

⑮
月
の
出
羽
路
仙
北
郡
強
首
邑

　（つ
き
の
い
で
わ
じ
せ
ん
ぼ
く
ぐ
ん
こ
わ
く
び
む
ら
）

⑯
月
の
出
羽
路
仙
北
郡
上
淀
川
邑

　（つ
き
の
い
で
わ
じ
せ
ん
ぼ
く
ぐ
ん
か
み
よ
ど
か
わ
む
ら
）

◎
百
臼
之
図
（
も
も
う
す
の
か
た
）

　形
や
使
い
方
に
特
徴
の
あ
る
臼
を
描
い
た
図
絵
集

で
、
こ
こ
で
の
「
百
」
は
「
た
く
さ
ん
の
」
を
意
味

し
ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
に
同
名
の
資
料
が
あ
る

た
め
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
で
は
本
資
料
を
「
異
文
一
」

と
し
て
い
ま
す
。
三
十
一
図
の
う
ち
、
十
七
図
が
国

会
図
書
館
本
と
同
じ
で
す
が
、
本
資
料
で
は
臼
唄
と

臼
に
ち
な
む
伝
承
が
古
書
等
か
ら
引
用
さ
れ
、
ま
た
、

臼
を
搗
い
た
り
引
い
た
り
す
る
人
物
が
描
か
れ
て
い

る
な
ど
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。

　秋
田
県
立
博
物
館
に
よ
る
出
張
展
の
一
環
と
し

て
、
標
記
展
示
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
一
昨
年
度
の

「
真
崎
文
庫
の
中
の
菅
江
真
澄
と
そ
の
魅
力
」、
昨
年

度
の
「
真
崎
文
庫
、
菅
江
真
澄
周
辺
の
こ
と
が
ら
」

に
続
く
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
真
澄
の
図
絵

や
関
連
資
料
に
あ
る
絵
を
「
描
画
資
料
」
と
称
し
て

そ
れ
ら
に
焦
点
を
当
て
、
真
崎
文
庫
の
中
か
ら
、
県

指
定
文
化
財
「
菅
江
真
澄
著
作
」
と
大
館
市
指
定
文

化
財
の
一
部
を
展
示
し
ま
し
た
。

■
県
指
定
文
化
財
「
菅
江
真
澄
著
作
」
中
の

　描
画
資
料

　真
澄
の
記
録
の
特
徴
は
、
そ
の
緻
密
さ
に
あ
り
ま

す
。
見
聞
し
た
事
柄
を
説
明
的
に
記
録
す
る
と
と
も

に
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
図
絵
も
描
い
て
い
ま
す
。

図
絵
は
見
る
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
そ
の
理

解
を
助
け
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
伝
え
る
べ
き
も
の

の
形
や
色
、
大
き
さ
、
周
囲
の
状
況
な
ど
も
わ
か
り

や
す
く
し
て
く
れ
ま
す
。
図
絵
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

真
澄
の
記
録
は
人
々
を
引
き
つ
け
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　本
展
で
は
、
県
指
定
四
十
六
点
の
う
ち
、
描
画
の

あ
る
十
六
冊
を
紹
介
し
ま
し
た
。

①
百
臼
之
図
（
も
も
う
す
の
か
た
）

②
母
模
宇
須
乃
迦
多
（
も
も
う
す
の
か
た
）

③
さ
く
ら
が
り
下

④
房
住
山
昔
物
語（
ぼ
う
じ
ゅ
う
さ
ん
む
か
し
も
の
が
た
り
）

⑤
新
古
祝
甕
品
類
之
図（
し
ん
こ
い
わ
い
べ
ひ
ん
る
い
の
か
た
）

⑥
菅
江
真
澄
翁
画
（
す
が
え
ま
す
み
お
う
が
）

⑦
ひ
ろ
め
の
具
（
ひ
ろ
め
の
う
つ
わ
）

■
菅
江
真
澄
関
連
の
描
画
資
料

　大
館
市
指
定
文
化
財
の
真
崎
文
庫
に
も
、
真
澄
の

記
録
に
関
連
す
る
資
料
が
あ
り
、
そ
の
中
に
も
絵
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　①
秋
田
十
景
之
図

　②
駅
路
鈴
之
図

　③
温
故
図
録
（
二
）

　④
阿
仁
諸
鉱
山
之
図

　⑤
寺
社
木
巡
見
為
御
用
下
筋
廻
在
之
節
一
覧
記

　⑥
温
故
図
録
（
七
）

 

◎
秋
田
十
景
之
図

　真
澄
が
描
い
た
と
さ
れ
る
資
料
に
「
久
保
田
十
景
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
久
保
田(

秋
田)

の
佳
景

十
カ
所
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
真
崎
文
庫
の
「
秋
田

十
景
之
図
」
は
、
文
と
歌
が
「
久
保
田
十
景
」
と
同

一
で
あ
り
な
が
ら
、「
綾
小
路
（
古
梅
）」
と
「
宝
塔

寺
紫
藤
」
に
多
少
の
相
違
が
あ
り
ま
す
。
図
絵
の
構

図
は
似
て
い
る
も
の
の
距
離
感
や
細
部
が
異
な
っ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
は
各
地
の
名
所
を
八
景
・

十
景
・
十
二
景
な
ど
と
賞
揚
す
る
こ
と
が
盛
ん
な
時

代
で
し
た
。
時
代
背
景
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
真
澄

の
描
い
た
「
久
保
田
十
景
」
を
ど
う
考
え
る
か
、
こ

の
「
秋
田
十
景
之
図
」
は
問
題
提
起
を
し
て
い
る
と

言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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大
館
市
立
栗
盛
記
念
図
書
館
・
真
崎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

「
菅
江
真
澄
と
描
画
資
料
」

平
成
三
十
年
十
一
月
十
七
日（
土
）〜
二
十
五
日（
日
）



真澄３ 真澄２

１
　
ア
イ
ヌ
の
人
々

　　真
澄
が
残
し
た
北
海
道
で
の
日
記
『
え
み
し
の

さ
え
き
』（
寛
政
元
年 

一
七
八
九
）
や
『
え
ぞ
の
て

ぶ
り
』（
寛
政
四
年 

一
七
九
二
）
な
ど
の
内
容
を
見

る
と
、
真
澄
は
旅
を
す
る
間
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
と

積
極
的
に
関
わ
り
を
も
と
う
と
し
て
い
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
ア
イ
ヌ
の
こ
と
を

深
く
知
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
真
澄

が
北
海
道
を
旅
し
た
理
由
の
一
つ
が
垣
間
見
え
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
真
澄
は
、
文
字
を
持
た
な

い
言
語
で
あ
る
ア
イ
ヌ
語
を
聞
き
取
っ
て
、
日
記

の
中
に
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
り
、
彼
ら
の
住
む

村
（
コ
タ
ン
）
を
訪
れ
、
彼
ら
の
住
む
家
（
チ

セ
）
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　右
の
図
絵
は
日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』
に
描
か

れ
た
も
の
で
、
ア
イ
ヌ
の
男
性
二
人
が
酒
を
酌
み

交
わ
す
様
子
を
描
い
て
い
ま
す
。
二
人
の
ア
イ
ヌ

が
楽
し
げ
に
酒
を
飲
む
様
子
は
、
真
澄
の
目
に
は

微
笑
ま
し
く
、
ま
た
少
し
羨
ま
し
く
も
映
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　ア
イ
ヌ
の
人
々
は
稗
や
粟
を
原
料
と
し
た
酒
を

造
り
、
儀
式
な
ど
の
際
に
用
い
た
よ
う
で
す
が
、

時
々
は
こ
う
し
て
宴
を
開
い
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
楽
器
を
演
奏
し
て
い

る
姿
も
図
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
語
で

ム
ッ
ク
ル
と
呼
ば
れ
る
楽
器
で
す
。
ア
イ
ヌ
の
子

ど
も
た
ち
が
ム
ッ
ク
ル
を
演
奏
し
て
い
る
様
子
を

描
い
た
図
絵
で
は
、
竹
製
の
ム
ッ
ク
ル
が
使
わ
れ

て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
真
澄
は｢

口
琵
琶｣

と

日
記
中
に
表
記
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
は｢

口
琴｣

と
和
訳
さ
れ
ま
す
。
そ
の
名
の
通
り
、
口
腔
内
の

空
洞
を
生
か
し
て
、
息
の
出
し
入
れ
に
よ
っ
て
音

を
奏
で
る
楽
器
で
す
。

　ま
た
、
真
澄
の
図
絵
に
描
か
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ

の
人
々
が
着
て
い
る
衣
服
は
、
華
美
で
な
く
、
文

様
の
刺
繍
も
比
較
的
少
な
い
も
の
で
す
。
お
そ
ら

く
真
澄
が
描
い
た
人
々
が
着
て
い
た
衣
服
は
盛
装

（
正
装
）
で
は
な
く
、
普
段
着
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
中
で
も
よ
く
出
て
く
る
の
が
「
ア
ッ

ト
ゥ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
オ
ヒ
ョ
ウ
や
シ
ナ
ノ
キ
な

ど
の
樹
皮
で
織
ら
れ
た
衣
服
で
す
。
真
澄
が
見
つ

め
て
い
た
の
は
、
飾
ら
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
ア

イ
ヌ
の
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

２
　
ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し

　ア
イ
ヌ
の
人
々
は
日
常
、
何
を
食
べ
、
ど
の
よ

う
に
生
計
を
立
て
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
真
澄

の
興
味
を
大
い
に
か
き
立
て
る
疑
問
で
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
生
活
に
密
着

し
、
そ
の
様
子
を
事
細
か
に
記
録
し
て
い
ま
す
。  

　狩 

猟
　ア
イ
ヌ
は
自
ら
の
食
料
や
生
活
の
物
資
を
獲
る

た
め
、
ま
た
は
交
易
品
と
な
る
毛
皮
な
ど
を
獲
る

た
め
に
狩
猟
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
対
象
と
な
る

動
物
は
エ
ゾ
シ
カ
、
ヒ
グ
マ
な
ど
の
大
型
の
も
の

か
ら
、
キ
タ
キ
ツ
ネ
や
エ
ゾ
リ
ス
な
ど
の
小
型
の

も
の
ま
で
、
幅
広
い
も
の
で
し
た
。

　ま
た
、
ア
イ
ヌ
が
狩
猟
に
使
用
す
る
道
具
は
主

に
弓
（
ク
）
と
矢
（
ア
イ
）
で
し
た
。
ま
た｢

ア

マ
ッ
ポ｣

と
い
う
仕
掛
け
弓
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
真
澄
は
こ
の
仕
掛
け
弓
に
つ
い
て
、
日

記
に
詳
し
く
記
録
し
て
い
ま
す
。

　漁 

労
　真
澄
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
漁
を
し
て
い
る
様

子
も
図
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。｢

キ
テ｣

と
呼
ば
れ

る
銛
先
を
つ
け
た
漁
具
を
用
い
て
い
ま
す
。
銛
が

獲
物
に
刺
さ
る
と
、
綱
で
つ
な
が
れ
た
銛
先
が
柄

か
ら
離
れ
、
獲
物
が
動
い
て
も
銛
先
が
刺
さ
っ
た

ま
ま
に
な
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
真
澄

は
、
こ
の
漁
具
に
つ
い
て
も
図
解
し
て
詳
し
く
説

明
し
て
い
ま
す
。
物
の
用
途
や
形
状
に
つ
い
て
詳

細
に
記
録
す
る
、
真
澄
の
本
領
発
揮
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　採 

集
　ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ
て
狩
猟
や
漁
労
は
男
性

の
仕
事
で
、
採
集
は
女
性
の
仕
事
で
し
た
。
女
性

た
ち
は
、
サ
ラ
ニ
プ
と
呼
ば
れ
る
編
み
袋
を
背

負
っ
て
野
山
を
巡
り
、
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ
や
ウ
ド
な

ど
の
山
菜
や
、
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
な
ど
の
木
の
実
を

採
っ
て
い
ま
し
た
。

　ま
た
、
常
に
食
べ
る
も
の
が
確
保
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
、
生
活
の

知
恵
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
ト
ゥ
レ
プ

ア
カ
ム
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ

を
つ
ぶ
し
、
丸
め
て
形
を
整
え
、
さ
ら
に
真
ん
中

に
穴
を
空
け
て
、
ひ
も
を
通
し
て
吊
し
て
乾
燥
さ

せ
た
、
い
わ
ゆ
る｢

保
存
食｣

の
こ
と
で
す
。
真
澄

は
こ
の
保
存
食
も
図
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。

　３
　
ア
イ
ヌ
の
信
仰

　ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
霊
魂
が
宿
る
と
考
え
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
人

間
の
役
に
立
つ
も
の
や
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に

も
で
き
な
い
も
の
は｢

カ
ム
イ｣

（
神
）
で
あ
る
と

し
て
崇
め
ま
し
た
。
カ
ム
イ
を
崇
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
カ
ム
イ
に
守
ら
れ
、

恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ま
し
た
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
自
然
の
恵
み
で
す
。
自
然
の

中
で
、
自
然
と
共
に
生
き
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
に

と
っ
て
、
信
仰
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る

も
の
で
し
た
。

　真
澄
も
ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
信
仰
に
大
き
な
関
心

を
示
し
、
い
く
つ
か
信
仰
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い

て
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

　ア
イ
ヌ
の
信
仰
を
語
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
が
、｢

イ
ナ
ウ｣

と
呼
ば
れ
る
木
幣
で

す
。
イ
ナ
ウ
の
役
割
は
様
々
で
、
カ
ム
イ
が
こ
の

世
に
現
れ
る
際
の
依
代
で
あ
っ
た
り
、
カ
ム
イ
が

神
の
国
に
帰
る
時
に
最
も
喜
ぶ
土
産
物
で
あ
っ
た

り
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
間
の
言
葉

を
神
々
に
伝
え
る
役
割
も
果
た
し
ま
す
。

　真
澄
の
図
絵
に
も
集
落
内
に
置
か
れ
た
祭
具
の

一
部
と
し
て
、
熊
の
頭
骨
と
共
に
イ
ナ
ウ
が
祀
ら

れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ヤ
ナ
ギ
や
ミ
ズ

キ
な
ど
の
木
の
枝
の
周
り
を
削
っ
て
い
き
、
削
り

先
を
撚
っ
た
り
、
束
ね
た
り
と
い
ろ
い
ろ
な
形
状

に
し
ま
す
。

　ま
た
、
真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ
て
大
き

な
意
味
を
も
つ
霊
送
り
（
イ
ヨ
マ
ン
テ
）
の
儀
式

に
関
連
す
る
内
容
も
日
記
に
記
録
し
て
い
ま
す
。

　あ
る
日
、
ア
イ
ヌ
の
集
落
を
訪
れ
た
真
澄
は
、

そ
こ
で
檻
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
子
グ
マ
を
目
に
し

ま
す
。
そ
れ
は
い
ず
れ
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
儀
式
に

よ
っ
て
、
神
の
国
に
送
ら
れ
る
子
グ
マ
で
し
た
。

子
グ
マ
は
人
間
界
へ
遊
び
に
来
て
く
れ
た
神
（
カ

ム
イ
）
で
あ
る
と
し
て
、
集
落
の
人
々
に
大
切
に

扱
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
イ
ヨ
マ
ン
テ

が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
人
々
は
盛
装
し
、
華
や
か

な
装
飾
を
施
し
た
用
具
を
用
い
て
、
子
グ
マ
を

賑
々
し
く
神
の
国
へ
送
り
出
し
ま
す
。
盛
大
に
神

の
国
に
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
動
物
の
姿
を

借
り
て
人
間
界
を
訪
れ
て
く
れ
る
神
が
現
れ
る
こ

と
を
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
願
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
真
澄
が
蝦
夷
地
（
現
在
の
北
海
道
）
を
訪
れ
た

の
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
こ
と
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
四
年
半
余
り
の
歳
月
を
北
海
道
で

過
ご
し
、
そ
の
間
、
真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
様
子
を
つ

ぶ
さ
に
観
察
し
、
文
章
と
図
絵
で
記
録
に
残
し
ま

す
。
初
め
て
目
に
す
る
ア
イ
ヌ
独
自
の
生
活
や
文

化
は
、
大
い
に
真
澄
の
興
味
を
か
き
立
て
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　
本
展
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
生
活
や
文
化
を
真
澄
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
、｢

ア
イ
ヌ
の
人
々｣

、 
｢

ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し｣

、｢

ア
イ
ヌ
の
信
仰｣

と
題

し
、
三
つ
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。

ひ
え

よ
り
し
ろ

あ
わ

も
り

つ
な

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）

日
記
『
え
み
し
の
さ
え
き
』（
館
蔵
写
本
）

片口（エトゥヌプ）  館蔵

編み袋（サラニプ）  館蔵

木弊（イナウ）  館蔵

日記『えぞのてぶり』（館蔵写本）

靱皮衣（アットゥシ）  館蔵

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）



真澄３ 真澄２

１
　
ア
イ
ヌ
の
人
々

　　真
澄
が
残
し
た
北
海
道
で
の
日
記
『
え
み
し
の

さ
え
き
』（
寛
政
元
年 

一
七
八
九
）
や
『
え
ぞ
の
て

ぶ
り
』（
寛
政
四
年 

一
七
九
二
）
な
ど
の
内
容
を
見

る
と
、
真
澄
は
旅
を
す
る
間
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
と

積
極
的
に
関
わ
り
を
も
と
う
と
し
て
い
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
ア
イ
ヌ
の
こ
と
を

深
く
知
り
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
真
澄

が
北
海
道
を
旅
し
た
理
由
の
一
つ
が
垣
間
見
え
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
真
澄
は
、
文
字
を
持
た
な

い
言
語
で
あ
る
ア
イ
ヌ
語
を
聞
き
取
っ
て
、
日
記

の
中
に
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
た
り
、
彼
ら
の
住
む

村
（
コ
タ
ン
）
を
訪
れ
、
彼
ら
の
住
む
家
（
チ

セ
）
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　右
の
図
絵
は
日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』
に
描
か

れ
た
も
の
で
、
ア
イ
ヌ
の
男
性
二
人
が
酒
を
酌
み

交
わ
す
様
子
を
描
い
て
い
ま
す
。
二
人
の
ア
イ
ヌ

が
楽
し
げ
に
酒
を
飲
む
様
子
は
、
真
澄
の
目
に
は

微
笑
ま
し
く
、
ま
た
少
し
羨
ま
し
く
も
映
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　ア
イ
ヌ
の
人
々
は
稗
や
粟
を
原
料
と
し
た
酒
を

造
り
、
儀
式
な
ど
の
際
に
用
い
た
よ
う
で
す
が
、

時
々
は
こ
う
し
て
宴
を
開
い
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
楽
器
を
演
奏
し
て
い

る
姿
も
図
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。
ア
イ
ヌ
語
で

ム
ッ
ク
ル
と
呼
ば
れ
る
楽
器
で
す
。
ア
イ
ヌ
の
子

ど
も
た
ち
が
ム
ッ
ク
ル
を
演
奏
し
て
い
る
様
子
を

描
い
た
図
絵
で
は
、
竹
製
の
ム
ッ
ク
ル
が
使
わ
れ

て
い
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
真
澄
は｢

口
琵
琶｣

と

日
記
中
に
表
記
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
は｢

口
琴｣

と
和
訳
さ
れ
ま
す
。
そ
の
名
の
通
り
、
口
腔
内
の

空
洞
を
生
か
し
て
、
息
の
出
し
入
れ
に
よ
っ
て
音

を
奏
で
る
楽
器
で
す
。

　ま
た
、
真
澄
の
図
絵
に
描
か
れ
て
い
る
ア
イ
ヌ

の
人
々
が
着
て
い
る
衣
服
は
、
華
美
で
な
く
、
文

様
の
刺
繍
も
比
較
的
少
な
い
も
の
で
す
。
お
そ
ら

く
真
澄
が
描
い
た
人
々
が
着
て
い
た
衣
服
は
盛
装

（
正
装
）
で
は
な
く
、
普
段
着
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
中
で
も
よ
く
出
て
く
る
の
が
「
ア
ッ

ト
ゥ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
オ
ヒ
ョ
ウ
や
シ
ナ
ノ
キ
な

ど
の
樹
皮
で
織
ら
れ
た
衣
服
で
す
。
真
澄
が
見
つ

め
て
い
た
の
は
、
飾
ら
な
い
、
あ
り
の
ま
ま
の
ア

イ
ヌ
の
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

２
　
ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し

　ア
イ
ヌ
の
人
々
は
日
常
、
何
を
食
べ
、
ど
の
よ

う
に
生
計
を
立
て
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
真
澄

の
興
味
を
大
い
に
か
き
立
て
る
疑
問
で
あ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
生
活
に
密
着

し
、
そ
の
様
子
を
事
細
か
に
記
録
し
て
い
ま
す
。  

　狩 

猟
　ア
イ
ヌ
は
自
ら
の
食
料
や
生
活
の
物
資
を
獲
る

た
め
、
ま
た
は
交
易
品
と
な
る
毛
皮
な
ど
を
獲
る

た
め
に
狩
猟
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
対
象
と
な
る

動
物
は
エ
ゾ
シ
カ
、
ヒ
グ
マ
な
ど
の
大
型
の
も
の

か
ら
、
キ
タ
キ
ツ
ネ
や
エ
ゾ
リ
ス
な
ど
の
小
型
の

も
の
ま
で
、
幅
広
い
も
の
で
し
た
。

　ま
た
、
ア
イ
ヌ
が
狩
猟
に
使
用
す
る
道
具
は
主

に
弓
（
ク
）
と
矢
（
ア
イ
）
で
し
た
。
ま
た｢

ア

マ
ッ
ポ｣

と
い
う
仕
掛
け
弓
を
用
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
真
澄
は
こ
の
仕
掛
け
弓
に
つ
い
て
、
日

記
に
詳
し
く
記
録
し
て
い
ま
す
。

　漁 

労
　真
澄
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
漁
を
し
て
い
る
様

子
も
図
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。｢

キ
テ｣

と
呼
ば
れ

る
銛
先
を
つ
け
た
漁
具
を
用
い
て
い
ま
す
。
銛
が

獲
物
に
刺
さ
る
と
、
綱
で
つ
な
が
れ
た
銛
先
が
柄

か
ら
離
れ
、
獲
物
が
動
い
て
も
銛
先
が
刺
さ
っ
た

ま
ま
に
な
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
真
澄

は
、
こ
の
漁
具
に
つ
い
て
も
図
解
し
て
詳
し
く
説

明
し
て
い
ま
す
。
物
の
用
途
や
形
状
に
つ
い
て
詳

細
に
記
録
す
る
、
真
澄
の
本
領
発
揮
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　採 

集
　ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ
て
狩
猟
や
漁
労
は
男
性

の
仕
事
で
、
採
集
は
女
性
の
仕
事
で
し
た
。
女
性

た
ち
は
、
サ
ラ
ニ
プ
と
呼
ば
れ
る
編
み
袋
を
背

負
っ
て
野
山
を
巡
り
、
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ
や
ウ
ド
な

ど
の
山
菜
や
、
ヤ
マ
ブ
ド
ウ
な
ど
の
木
の
実
を

採
っ
て
い
ま
し
た
。

　ま
た
、
常
に
食
べ
る
も
の
が
確
保
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
、
生
活
の

知
恵
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
ト
ゥ
レ
プ

ア
カ
ム
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
オ
オ
ウ
バ
ユ
リ

を
つ
ぶ
し
、
丸
め
て
形
を
整
え
、
さ
ら
に
真
ん
中

に
穴
を
空
け
て
、
ひ
も
を
通
し
て
吊
し
て
乾
燥
さ

せ
た
、
い
わ
ゆ
る｢

保
存
食｣

の
こ
と
で
す
。
真
澄

は
こ
の
保
存
食
も
図
絵
に
描
い
て
い
ま
す
。

　３
　
ア
イ
ヌ
の
信
仰

　ア
イ
ヌ
の
人
々
は
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の

に
霊
魂
が
宿
る
と
考
え
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
人

間
の
役
に
立
つ
も
の
や
、
人
間
の
力
で
は
ど
う
に

も
で
き
な
い
も
の
は｢

カ
ム
イ｣

（
神
）
で
あ
る
と

し
て
崇
め
ま
し
た
。
カ
ム
イ
を
崇
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
カ
ム
イ
に
守
ら
れ
、

恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ま
し
た
。

そ
の
最
た
る
も
の
が
自
然
の
恵
み
で
す
。
自
然
の

中
で
、
自
然
と
共
に
生
き
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
に

と
っ
て
、
信
仰
は
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る

も
の
で
し
た
。

　真
澄
も
ま
た
、
ア
イ
ヌ
の
信
仰
に
大
き
な
関
心

を
示
し
、
い
く
つ
か
信
仰
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い

て
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

　ア
イ
ヌ
の
信
仰
を
語
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
が
、｢

イ
ナ
ウ｣

と
呼
ば
れ
る
木
幣
で

す
。
イ
ナ
ウ
の
役
割
は
様
々
で
、
カ
ム
イ
が
こ
の

世
に
現
れ
る
際
の
依
代
で
あ
っ
た
り
、
カ
ム
イ
が

神
の
国
に
帰
る
時
に
最
も
喜
ぶ
土
産
物
で
あ
っ
た

り
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
人
間
の
言
葉

を
神
々
に
伝
え
る
役
割
も
果
た
し
ま
す
。

　真
澄
の
図
絵
に
も
集
落
内
に
置
か
れ
た
祭
具
の

一
部
と
し
て
、
熊
の
頭
骨
と
共
に
イ
ナ
ウ
が
祀
ら

れ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ヤ
ナ
ギ
や
ミ
ズ

キ
な
ど
の
木
の
枝
の
周
り
を
削
っ
て
い
き
、
削
り

先
を
撚
っ
た
り
、
束
ね
た
り
と
い
ろ
い
ろ
な
形
状

に
し
ま
す
。

　ま
た
、
真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
と
っ
て
大
き

な
意
味
を
も
つ
霊
送
り
（
イ
ヨ
マ
ン
テ
）
の
儀
式

に
関
連
す
る
内
容
も
日
記
に
記
録
し
て
い
ま
す
。

　あ
る
日
、
ア
イ
ヌ
の
集
落
を
訪
れ
た
真
澄
は
、

そ
こ
で
檻
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
子
グ
マ
を
目
に
し

ま
す
。
そ
れ
は
い
ず
れ
イ
ヨ
マ
ン
テ
の
儀
式
に

よ
っ
て
、
神
の
国
に
送
ら
れ
る
子
グ
マ
で
し
た
。

子
グ
マ
は
人
間
界
へ
遊
び
に
来
て
く
れ
た
神
（
カ

ム
イ
）
で
あ
る
と
し
て
、
集
落
の
人
々
に
大
切
に

扱
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
い
よ
い
よ
イ
ヨ
マ
ン
テ

が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
人
々
は
盛
装
し
、
華
や
か

な
装
飾
を
施
し
た
用
具
を
用
い
て
、
子
グ
マ
を

賑
々
し
く
神
の
国
へ
送
り
出
し
ま
す
。
盛
大
に
神

の
国
に
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
動
物
の
姿
を

借
り
て
人
間
界
を
訪
れ
て
く
れ
る
神
が
現
れ
る
こ

と
を
ア
イ
ヌ
の
人
々
は
願
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
真
澄
が
蝦
夷
地
（
現
在
の
北
海
道
）
を
訪
れ
た

の
は
、
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
こ
と
で
し

た
。
そ
れ
か
ら
四
年
半
余
り
の
歳
月
を
北
海
道
で

過
ご
し
、
そ
の
間
、
真
澄
は
ア
イ
ヌ
の
様
子
を
つ

ぶ
さ
に
観
察
し
、
文
章
と
図
絵
で
記
録
に
残
し
ま

す
。
初
め
て
目
に
す
る
ア
イ
ヌ
独
自
の
生
活
や
文

化
は
、
大
い
に
真
澄
の
興
味
を
か
き
立
て
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

　
本
展
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
生
活
や
文
化
を
真
澄
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
を
、｢

ア
イ
ヌ
の
人
々｣

、 
｢

ア
イ
ヌ
の
暮
ら
し｣

、｢

ア
イ
ヌ
の
信
仰｣

と
題

し
、
三
つ
の
観
点
か
ら
考
え
て
み
ま
す
。

ひ
え

よ
り
し
ろ

あ
わ

も
り

つ
な

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）

日
記
『
え
み
し
の
さ
え
き
』（
館
蔵
写
本
）

片口（エトゥヌプ）  館蔵

編み袋（サラニプ）  館蔵

木弊（イナウ）  館蔵

日記『えぞのてぶり』（館蔵写本）

靱皮衣（アットゥシ）  館蔵

日
記
『
え
ぞ
の
て
ぶ
り
』（
館
蔵
写
本
）



真澄５ 真澄４

　当
館
・
内
田
文
庫
に
は
、
ノ
ー
ト
に
貼
ら
れ
た

一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
無
罫
ノ
ー
ト
の
下
部

に
書
か
れ
た
「
菅
江
真
澄
全
集
刊
行

　編
集
委
員

の
顔
合
せ
」
な
ど
の
文
字
は
、
内
田
武
志
に
よ
る

も
の
で
す
。
写
真
に
写
っ
た
人
物
の
名
前
と
と
も

に
、
自
身
を
「
内
田
武
志
」
、
妹
を
「
内
田
ハ

チ
」
と
客
観
的
に
書
い
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら

大
き
な
事
業
に
携
わ
る
と
い
う
誇
り
と
そ
の
決
意

を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

病
臥
の
内
田
武
志
を
囲
ん
で
（
右
か
ら
）

　小
箕
俊
介
（
未
来
社
編
集
担
当
）

　西
谷
社
長
（
能
雄
、
未
来
社
社
長
）

　内
田
ハ
チ
（
妹
、
秋
田
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）

　奈
良
環
之
助
（
秋
田
県
文
化
財
保
護
協
会
会
長
）

　宮
本
常
一
（
民
俗
学
者
、
武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
）

※

『
宮
本
常
一
日
記
』（
毎
日
新
聞
社
）
と
西
谷
能

雄
「
思
う
こ
と
」（
『
未
来
』
№
30
）
の
記
述
な

ど
か
ら
、
写
真
に
内
田
武
志
が
添
え
た
「
昭
和

四
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
」
の
日
付
は
間
違

い
で
、
実
際
は
二
十
一
日
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
　未
来
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
菅
江
真
澄
全
集
』

（
以
下
、
全
集
と
す
る
）
は
、
合
わ
せ
て
十
三
冊

の
刊
行
に
、
最
初
の
編
集
会
議
か
ら
数
え
て
実
に

十
三
年
も
の
月
日
を
費
や
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　全

集
各
巻
の
巻
末
に
は
、
全
集
の
全
体
像
に
加

え
て
、
既
刊
と
次
回
配
本
予
定
を
示
す
の
が
一
般

的
で
す
。
巻
末
に
あ
る
出
版
告
知
を
拾
い
出
し
て

み
る
と
、
全
集
の
出
版
が
、
必
ず
し
も
順
調
に
推

移
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　菅
江
真
澄
に
関
す
る
既
刊
本
が
翻
刻
の
ベ
ー
ス

に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
れ
ま
で
発
見
さ
れ

て
い
た
真
澄
の
資
料
す
べ
て
を
網
羅
し
よ
う
と
し

た
た
め
、
そ
れ
だ
け
難
事
業
に
な
り
ま
し
た
。

　全
集
編
纂
の
主
な
作
業
は
、
校
合
（
刷
り
上

が
っ
た
活
字
と
原
本
と
を
照
合
す
る
こ
と
）
、
そ
れ

に
、
註
と
解
題
の
執
筆
で
し
た
。
そ
れ
を
、
秋
田

の
内
田
武
志
、
東
京
の
宮
本
常
一
が
分
担
し
て
お

こ
な
い
ま
し
た
が
、
実
際
は
内
田
に
よ
る
作
業
と

執
筆
が
多
い
た
め
、
内
田
が
主
導
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
執
筆
の
分
量
や
、
別
巻
一
が
内
田
武

志
に
よ
る
「
菅
江
真
澄
研
究
」
と
銘
打
た
れ
た
こ

と
か
ら
も
、
全
集
が
内
田
武
志
個
人
に
よ
る
編
纂

と
見
做
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　そ
れ
は
、
原
本
や
遺
墨
資
料
の
ほ
と
ん
ど
が
秋

田
に
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
解
題
執
筆
を
内
田

武
志
が
分
担
し
た
こ
と
か
ら
の
自
然
の
成
り
行
き

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　全
集
の
中
で
、
は
じ
め
か
ら
難
題
と
な
っ
て
い

た
雑
纂
編
（
合
わ
せ
て
二
巻
）
の
刊
行
を
待
つ
こ

と
な
く
、
内
田
武
志
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
内
田
に
と
っ
て
、
全
集
の
編
纂
は
、
ま
さ
し

く
真
澄
研
究
の
集
大
成
に
な
り
ま
し
た
。

刊
行
に
ま
つ
わ
る
事
柄

■
全
集
の
全
体
像
に
不
確
定
要
素
を
か
か
え
た
ま

ま
、
刊
行
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
第
一
の
要
因

は
、
雑
纂
編
に
入
る
資
料
の
調
査
と
分
量
が
決

ま
ら
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
最
終
的
に
雑
纂
編

に
入
っ
た
資
料
を
、
当
初
は
随
筆
編
に
入
れ
る

計
画
も
あ
っ
た
。

■
秋
田
の
民
俗
学
者
・
奈
良
環
之
助
が
編
纂
者
に

加
わ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
刊
行
開
始
前
の
昭

和
四
十
五
年
十
一
月
に
亡
く
な
っ
た
。

■
資
料
調
査
を
目
的
に
、
内
田
武
志
は
菅
江
真
澄

研
究
所
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
。

■
全
集
は
、
現
在
も
形
と
し
て
は
未
完
の
状
態
が

続
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
別
巻
二
の
索
引
編

が
、
未
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

■
雑
纂
編
を
除
き
、
既
刊
本
が
原
稿
と
な
っ
た
。

　日
記

　
　
　↑
秋
田
叢
書
別
集
「
菅
江
真
澄
集
」

　地
誌
、
勝
地
臨
毫

　↑
秋
田
叢
書

　随
筆

　
　
　↑
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
一

　図
絵
集

　
　↑
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
一
、
二

　雑
纂
編
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
初
め
て
の
翻
刻

と
な
っ
た
。

　宮
本
常
一
（
一
九
○
七
〜
八
一
）
の
生
ま
れ
故
郷

は
周
防
大
島
（
山
口
県
）
で
、
島
の
東
側
に
あ
る

旧
東
和
町
に
宮
本
常
一
記
念
館
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
は
、
宮
本
常
一
関
係
資
料
や
蔵
書
が
収
ま

り
、
宮
本
常
一
が
収
集
し
た
民
俗
資
料
を
紹
介
す

る
常
設
展
示
室
も
あ
り
ま
す
。

　宮
本
常
一
と
内
田
武
志
は
、
戦
前
、
渋
沢
敬
三

が
主
宰
し
た
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
で
と
も

に
学
ん
だ
旧
知
の
仲
で
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ

り
、
宮
本
常
一
記
念
館
に
は
、
内
田
武
志
と
宮
本

常
一
の
関
係
を
示
す
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　全
集
関
連
で
は
、
二
人
の
具
体
的
な
遣
り
取
り

は
、
手
紙
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
た

だ
、
出
版
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
来
社

の
編
集
担
当
で
あ
る
小
箕
俊
介
（
の
ち
未
来
社
社

長
）
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
宮
本
常
一
記
念
館
に
あ
る
資
料
は
、
内
田
武

志
か
ら
小
箕
俊
介
に
宛
て
た
手
紙
が
回
送
さ
れ
た

り
、
そ
の
コ
ピ
ー
が
送
ら
れ
た
り
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　全
集
編
纂
に
あ
た
っ
て
ま
ず
お
こ
な
わ
れ
た
の

は
、
菅
江
真
澄
著
作
の
整
理
、
及
び
、
著
作
が
活

字
本
と
し
て
ど
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
を
ま
と

め
る
作
業
で
し
た
。
ま
た
、
既
刊
本
の
活
字
の
大

き
さ
や
分
量
を
調
べ
て
、
そ
れ
が
全
集
で
予
定
し

て
い
る
活
字
や
行
数
で
ど
れ
ぐ
ら
い
の
分
量
に
な

る
か
な
ど
を
計
算
す
る
な
ど
し
て
、
全
集
の
全
体

像
を
計
画
す
る
こ
と
で
し
た
。

　一
方
で
、
新
た
に
翻
刻
す
る
真
澄
の
著
作
や
、

短
冊
や
書
簡
な
ど
を
ま
と
め
る
「
雑
纂
編
」
の
見

通
し
が
立
た
ず
、
そ
の
こ
と
を
検
討
課
題
と
し
た

ま
ま
で
刊
行
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　全
集
刊
行
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
第
二
巻
の

原
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
二
人
の
間
に
意
見
の
対

立
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
宮
本
常

一
が
、
国
文
学
に
関
す
る
註
記
に
あ
た
っ
て
、
武

蔵
野
美
術
大
学
の
同
僚
に
そ
の
執
筆
を
頼
ん
だ
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
宮
本
に
す
れ
ば
、
専
門
家
か
ら

の
詳
し
い
註
記
が
必
要
と
考
え
て
の
こ
と
で
し
た

が
、
内
田
に
し
て
み
る
と
、
全
集
は
よ
り
よ
い
テ

キ
ス
ト
づ
く
り
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
註
記
は
短
い

も
の
で
あ
っ
て
良
い
と
す
る
考
え
で
し
た
。

　そ
も
そ
も
宮
本
常
一
が
分
担
し
た
註
記
は
、
日

記
編
だ
け
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
註
記

に
関
し
て
も
、
第
一
巻
（
第
一
回
配
本
）
の
凡

例
、
第
二
巻
（
第
二
回
配
本
）
の
巻
末
に
名
前
が

出
て
き
た
だ
け
で
、
あ
と
は
取
り
立
て
て
名
前
が

出
て
き
て
い
な
い
事
実
が
あ
り
ま
す
。
分
担
の
割

合
と
内
容
か
ら
見
て
も
、
こ
の
後
、
全
集
の
編
纂

が
内
田
武
志
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
言
え

ま
す
。

　全
集
刊
行
に
向
け
た
最
初
の
編
集
会
議
の
翌
年

で
あ
る
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
、
内
田
武

志
が
主
宰
す
る
菅
江
真
澄
研
究
所
が
中
心
と
な
っ

て
、
真
澄
の
没
後
百
四
十
年
記
念
祭
が
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
前
年
に
刊
行
を
終
え
た
平

凡
社
東
洋
文
庫
の
出
版
の
影
響
も
あ
り
、
大
き
な

催
し
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
、
内
田
は
「
菅

江
真
澄
研
究
所
」
を
自
宅
内
に
設
け
て
、
調
査
活

動
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
二
十

一
年
の
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
総
索
引 

歳
時
編
』

（
謄
写
版
）
の
出
版
に
際
し
て
、
内
田
武
志
は
菅

江
真
澄
研
究
会
の
設
立
を
宣
言
し
て
い
ま
し
た
。

「
研
究
会
」
を
「
研
究
所
」
と
し
た
の
は
、
秋
田

の
地
に
菅
江
真
澄
の
資
料
館
を
建
て
た
い
と
の
内

田
兄
妹
の
願
い
か
ら
で
し
た
（
宮
本
常
一
宛
内
田

ハ
チ
書
簡…

宮
本
常
一
記
念
館
蔵
）
。
菅
江
真
澄

研
究
所
に
は
、
病
臥
の
内
田
武
志
に
代
わ
っ
て
県

内
外
の
資
料
調
査
を
お
こ
な
う
支
援
者
ら
も
加
わ

り
ま
し
た
。
彼
ら
の
調
査
は
、
内
田
に
よ
る
全
集

の
執
筆
に
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　ア

チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
同
門
で
あ
っ
た

内
田
と
宮
本
常
一
は
、
渋
沢
敬
三
が
昭
和
三
十
八

年
（
一
九
六
三
）
に
亡
く
な
っ
た
後
、
秋
田
と
東

京
と
い
う
距
離
を
隔
て
な
が
ら
も
、
『
菅
江
真
澄

遊
覧
記
』
（
全
五
巻
）
と
全
集
（
全
十
二
巻
、
別

巻
一
巻
）
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　宮
本
常
一
も
真
澄
に
対
す
る
関
心
は
高
く
、
日

本
観
光
文
化
研
究
所
で
の
所
長
講
義
を
ま
と
め
た

『
菅
江
真
澄
│
旅
人
た
ち
の
歴
史
２
』
を
未
来
社

か
ら
出
版
し
て
い
ま
す
。

　
　宮
本
常
一
の
眼
に
映
っ
た
当
時
の
秋
田
に
つ
い

て
、
宮
本
常
一
記
念
館
が
蔵
す
る
写
真
を
紹
介
し

ま
し
た
。
な
お
、
昭
和
三
十
年
十
一
月
撮
影
の
35

点
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
「
宮
本
常
一
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
で
検
索
）
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
菅
江
真
澄
に
関
す
る
学
習
は
、『
菅
江
真
澄
遊
覧

記
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
全
５
巻
）
と
『
菅
江
真

澄
全
集
』（
未
来
社
、
全
12
巻
・
別
巻
１
）
を
基
本

テ
キ
ス
ト
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
前
者

は
親
し
み
や
す
い
現
代
語
訳
と
し
て
よ
く
読
ま

れ
、
後
者
は
真
澄
の
著
作
を
網
羅
し
た
も
の
と
し

て
真
澄
の
学
習
に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の

出
版
も
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
と
、
秋
田
に
住
ん

で
真
澄
研
究
を
続
け
た
内
田
武
志
が
編
纂
者
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。
特
に
『
菅
江
真
澄
全

集
』
は
、
刊
行
を
終
え
て
か
ら
37
年
が
経
っ
た
現

在
で
も
真
澄
研
究
の
根
幹
で
あ
り
、
そ
こ
で
打
ち

立
て
ら
れ
た
内
田
武
志
の
論
は
真
澄
研
究
の
指
針

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
展
で
は
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
の
出
版
に
か
か

わ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
編
纂
者
で
あ
る
内
田
武
志

の
資
料
（
館
蔵
）
と
宮
本
常
一
の
資
料
（
山
口
県

周
防
大
島
町
・
宮
本
常
一
記
念
館
蔵
）
か
ら
探
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
展
示
協
力
：
宮
本
常
一
記
念
館

刊行順 全集巻数・内容 刊行年月日 間隔 巻末告知等から

❶ 第一巻（日記―信濃・出羽陸奥）
８カ月（1971年）

（1981年）

内田武志死去（昭和55年12月３日）

註についての考えの違いを発
端にして、内田と宮本との全
集編纂についての考えの違い
が明確となる。（昭和46年８月
25日付宮本宛書館から）

最終型ではないが、初めて全
集の全体像を明示した。雑纂
編が１巻、別巻は明示されて
いない。

別巻一、別巻二の刊行が初め
て示された。次回配本の巻数
は示されず。別巻一を「評伝・
資料篇」から「菅江真澄研
究」にすることを告知した。

雑纂編を２巻とすることで刊
行の最終型が決まる。

「別巻二」索引編は未刊のま
ま（2018年まで37年間）

８カ月

７カ月

５カ月

１年２カ月

１年２カ月

11カ月

１年

７カ月

１年２カ月

１年５カ月

９カ月

昭和46年３月25日

❷ 第二巻（日記―蝦夷地・下北） 11月30日

❸ 第三巻（日記―津軽・秋田１） 昭和47年７月10日

❹ 第四巻（日記―秋田２） 昭和48年２月25日

❺ 第九巻（図絵集） ７月31日

❻ 第十巻（随筆） 昭和49年９月30日

❼ 第五巻（勝地臨毫、地誌―雄勝郡） 昭和50年11月15日

❽ 第六巻（地誌―平鹿郡） 昭和51年10月15日

❾ 別巻一（内田武志の菅江真澄研究） 昭和52年10月25日

10 第七巻（地誌―仙北郡１） 昭和53年５月31日

11 第八巻（地誌―仙北郡２） 昭和54年７月20日

12 第十一巻（雑纂１） 昭和55年12月20日

13 第十二巻（雑纂２） 昭和56年９月20日

● 別巻二（索引編）

『菅江真澄全集』（未来社）刊行の経緯

き
ょ
う
ご
う

・

・

す
お
う

１
一
枚
の
写
真

２
全
集
刊
行
の
経
過

３
宮
本
常
一
記
念
館
の
資
料
か
ら

４
菅
江
真
澄
研
究
所
の
活
動

５
宮
本
常
一
と
内
田
武
志

６
宮
本
常
一
が
み
た
秋
田



真澄５ 真澄４

　当
館
・
内
田
文
庫
に
は
、
ノ
ー
ト
に
貼
ら
れ
た

一
枚
の
写
真
が
あ
り
ま
す
。
無
罫
ノ
ー
ト
の
下
部

に
書
か
れ
た
「
菅
江
真
澄
全
集
刊
行

　編
集
委
員

の
顔
合
せ
」
な
ど
の
文
字
は
、
内
田
武
志
に
よ
る

も
の
で
す
。
写
真
に
写
っ
た
人
物
の
名
前
と
と
も

に
、
自
身
を
「
内
田
武
志
」
、
妹
を
「
内
田
ハ

チ
」
と
客
観
的
に
書
い
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら

大
き
な
事
業
に
携
わ
る
と
い
う
誇
り
と
そ
の
決
意

を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

病
臥
の
内
田
武
志
を
囲
ん
で
（
右
か
ら
）

　小
箕
俊
介
（
未
来
社
編
集
担
当
）

　西
谷
社
長
（
能
雄
、
未
来
社
社
長
）

　内
田
ハ
チ
（
妹
、
秋
田
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）

　奈
良
環
之
助
（
秋
田
県
文
化
財
保
護
協
会
会
長
）

　宮
本
常
一
（
民
俗
学
者
、
武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
）

※

『
宮
本
常
一
日
記
』（
毎
日
新
聞
社
）
と
西
谷
能

雄
「
思
う
こ
と
」（
『
未
来
』
№
30
）
の
記
述
な

ど
か
ら
、
写
真
に
内
田
武
志
が
添
え
た
「
昭
和

四
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
」
の
日
付
は
間
違

い
で
、
実
際
は
二
十
一
日
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
　未
来
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
菅
江
真
澄
全
集
』

（
以
下
、
全
集
と
す
る
）
は
、
合
わ
せ
て
十
三
冊

の
刊
行
に
、
最
初
の
編
集
会
議
か
ら
数
え
て
実
に

十
三
年
も
の
月
日
を
費
や
す
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　全

集
各
巻
の
巻
末
に
は
、
全
集
の
全
体
像
に
加

え
て
、
既
刊
と
次
回
配
本
予
定
を
示
す
の
が
一
般

的
で
す
。
巻
末
に
あ
る
出
版
告
知
を
拾
い
出
し
て

み
る
と
、
全
集
の
出
版
が
、
必
ず
し
も
順
調
に
推

移
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　菅
江
真
澄
に
関
す
る
既
刊
本
が
翻
刻
の
ベ
ー
ス

に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
、
そ
れ
ま
で
発
見
さ
れ

て
い
た
真
澄
の
資
料
す
べ
て
を
網
羅
し
よ
う
と
し

た
た
め
、
そ
れ
だ
け
難
事
業
に
な
り
ま
し
た
。

　全
集
編
纂
の
主
な
作
業
は
、
校
合
（
刷
り
上

が
っ
た
活
字
と
原
本
と
を
照
合
す
る
こ
と
）
、
そ
れ

に
、
註
と
解
題
の
執
筆
で
し
た
。
そ
れ
を
、
秋
田

の
内
田
武
志
、
東
京
の
宮
本
常
一
が
分
担
し
て
お

こ
な
い
ま
し
た
が
、
実
際
は
内
田
に
よ
る
作
業
と

執
筆
が
多
い
た
め
、
内
田
が
主
導
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
執
筆
の
分
量
や
、
別
巻
一
が
内
田
武

志
に
よ
る
「
菅
江
真
澄
研
究
」
と
銘
打
た
れ
た
こ

と
か
ら
も
、
全
集
が
内
田
武
志
個
人
に
よ
る
編
纂

と
見
做
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　そ
れ
は
、
原
本
や
遺
墨
資
料
の
ほ
と
ん
ど
が
秋

田
に
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
解
題
執
筆
を
内
田

武
志
が
分
担
し
た
こ
と
か
ら
の
自
然
の
成
り
行
き

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　全
集
の
中
で
、
は
じ
め
か
ら
難
題
と
な
っ
て
い

た
雑
纂
編
（
合
わ
せ
て
二
巻
）
の
刊
行
を
待
つ
こ

と
な
く
、
内
田
武
志
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
内
田
に
と
っ
て
、
全
集
の
編
纂
は
、
ま
さ
し

く
真
澄
研
究
の
集
大
成
に
な
り
ま
し
た
。

刊
行
に
ま
つ
わ
る
事
柄

■
全
集
の
全
体
像
に
不
確
定
要
素
を
か
か
え
た
ま

ま
、
刊
行
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
第
一
の
要
因

は
、
雑
纂
編
に
入
る
資
料
の
調
査
と
分
量
が
決

ま
ら
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
。
最
終
的
に
雑
纂
編

に
入
っ
た
資
料
を
、
当
初
は
随
筆
編
に
入
れ
る

計
画
も
あ
っ
た
。

■
秋
田
の
民
俗
学
者
・
奈
良
環
之
助
が
編
纂
者
に

加
わ
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
刊
行
開
始
前
の
昭

和
四
十
五
年
十
一
月
に
亡
く
な
っ
た
。

■
資
料
調
査
を
目
的
に
、
内
田
武
志
は
菅
江
真
澄

研
究
所
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
。

■
全
集
は
、
現
在
も
形
と
し
て
は
未
完
の
状
態
が

続
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
別
巻
二
の
索
引
編

が
、
未
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

■
雑
纂
編
を
除
き
、
既
刊
本
が
原
稿
と
な
っ
た
。

　日
記

　
　
　↑
秋
田
叢
書
別
集
「
菅
江
真
澄
集
」

　地
誌
、
勝
地
臨
毫

　↑
秋
田
叢
書

　随
筆

　
　
　↑
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
一

　図
絵
集

　
　↑
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
一
、
二

　雑
纂
編
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
初
め
て
の
翻
刻

と
な
っ
た
。

　宮
本
常
一
（
一
九
○
七
〜
八
一
）
の
生
ま
れ
故
郷

は
周
防
大
島
（
山
口
県
）
で
、
島
の
東
側
に
あ
る

旧
東
和
町
に
宮
本
常
一
記
念
館
が
あ
り
ま
す
。
そ

こ
に
は
、
宮
本
常
一
関
係
資
料
や
蔵
書
が
収
ま

り
、
宮
本
常
一
が
収
集
し
た
民
俗
資
料
を
紹
介
す

る
常
設
展
示
室
も
あ
り
ま
す
。

　宮
本
常
一
と
内
田
武
志
は
、
戦
前
、
渋
沢
敬
三

が
主
宰
し
た
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
で
と
も

に
学
ん
だ
旧
知
の
仲
で
し
た
。
そ
の
こ
と
も
あ

り
、
宮
本
常
一
記
念
館
に
は
、
内
田
武
志
と
宮
本

常
一
の
関
係
を
示
す
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。

　全
集
関
連
で
は
、
二
人
の
具
体
的
な
遣
り
取
り

は
、
手
紙
を
通
し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
た

だ
、
出
版
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
来
社

の
編
集
担
当
で
あ
る
小
箕
俊
介
（
の
ち
未
来
社
社

長
）
を
介
し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
宮
本
常
一
記
念
館
に
あ
る
資
料
は
、
内
田
武

志
か
ら
小
箕
俊
介
に
宛
て
た
手
紙
が
回
送
さ
れ
た

り
、
そ
の
コ
ピ
ー
が
送
ら
れ
た
り
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　全
集
編
纂
に
あ
た
っ
て
ま
ず
お
こ
な
わ
れ
た
の

は
、
菅
江
真
澄
著
作
の
整
理
、
及
び
、
著
作
が
活

字
本
と
し
て
ど
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
を
ま
と

め
る
作
業
で
し
た
。
ま
た
、
既
刊
本
の
活
字
の
大

き
さ
や
分
量
を
調
べ
て
、
そ
れ
が
全
集
で
予
定
し

て
い
る
活
字
や
行
数
で
ど
れ
ぐ
ら
い
の
分
量
に
な

る
か
な
ど
を
計
算
す
る
な
ど
し
て
、
全
集
の
全
体

像
を
計
画
す
る
こ
と
で
し
た
。

　一
方
で
、
新
た
に
翻
刻
す
る
真
澄
の
著
作
や
、

短
冊
や
書
簡
な
ど
を
ま
と
め
る
「
雑
纂
編
」
の
見

通
し
が
立
た
ず
、
そ
の
こ
と
を
検
討
課
題
と
し
た

ま
ま
で
刊
行
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
。

　全
集
刊
行
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
第
二
巻
の

原
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
二
人
の
間
に
意
見
の
対

立
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
宮
本
常

一
が
、
国
文
学
に
関
す
る
註
記
に
あ
た
っ
て
、
武

蔵
野
美
術
大
学
の
同
僚
に
そ
の
執
筆
を
頼
ん
だ
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
宮
本
に
す
れ
ば
、
専
門
家
か
ら

の
詳
し
い
註
記
が
必
要
と
考
え
て
の
こ
と
で
し
た

が
、
内
田
に
し
て
み
る
と
、
全
集
は
よ
り
よ
い
テ

キ
ス
ト
づ
く
り
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
註
記
は
短
い

も
の
で
あ
っ
て
良
い
と
す
る
考
え
で
し
た
。

　そ
も
そ
も
宮
本
常
一
が
分
担
し
た
註
記
は
、
日

記
編
だ
け
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
註
記

に
関
し
て
も
、
第
一
巻
（
第
一
回
配
本
）
の
凡

例
、
第
二
巻
（
第
二
回
配
本
）
の
巻
末
に
名
前
が

出
て
き
た
だ
け
で
、
あ
と
は
取
り
立
て
て
名
前
が

出
て
き
て
い
な
い
事
実
が
あ
り
ま
す
。
分
担
の
割

合
と
内
容
か
ら
見
て
も
、
こ
の
後
、
全
集
の
編
纂

が
内
田
武
志
に
大
き
く
傾
斜
し
て
い
っ
た
と
言
え

ま
す
。

　全
集
刊
行
に
向
け
た
最
初
の
編
集
会
議
の
翌
年

で
あ
る
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
、
内
田
武

志
が
主
宰
す
る
菅
江
真
澄
研
究
所
が
中
心
と
な
っ

て
、
真
澄
の
没
後
百
四
十
年
記
念
祭
が
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
前
年
に
刊
行
を
終
え
た
平

凡
社
東
洋
文
庫
の
出
版
の
影
響
も
あ
り
、
大
き
な

催
し
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
、
内
田
は
「
菅

江
真
澄
研
究
所
」
を
自
宅
内
に
設
け
て
、
調
査
活

動
を
は
じ
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
二
十

一
年
の
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
総
索
引 

歳
時
編
』

（
謄
写
版
）
の
出
版
に
際
し
て
、
内
田
武
志
は
菅

江
真
澄
研
究
会
の
設
立
を
宣
言
し
て
い
ま
し
た
。

「
研
究
会
」
を
「
研
究
所
」
と
し
た
の
は
、
秋
田

の
地
に
菅
江
真
澄
の
資
料
館
を
建
て
た
い
と
の
内

田
兄
妹
の
願
い
か
ら
で
し
た
（
宮
本
常
一
宛
内
田

ハ
チ
書
簡…

宮
本
常
一
記
念
館
蔵
）
。
菅
江
真
澄

研
究
所
に
は
、
病
臥
の
内
田
武
志
に
代
わ
っ
て
県

内
外
の
資
料
調
査
を
お
こ
な
う
支
援
者
ら
も
加
わ

り
ま
し
た
。
彼
ら
の
調
査
は
、
内
田
に
よ
る
全
集

の
執
筆
に
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。　ア

チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
の
同
門
で
あ
っ
た

内
田
と
宮
本
常
一
は
、
渋
沢
敬
三
が
昭
和
三
十
八

年
（
一
九
六
三
）
に
亡
く
な
っ
た
後
、
秋
田
と
東

京
と
い
う
距
離
を
隔
て
な
が
ら
も
、
『
菅
江
真
澄

遊
覧
記
』
（
全
五
巻
）
と
全
集
（
全
十
二
巻
、
別

巻
一
巻
）
を
刊
行
し
ま
し
た
。

　宮
本
常
一
も
真
澄
に
対
す
る
関
心
は
高
く
、
日

本
観
光
文
化
研
究
所
で
の
所
長
講
義
を
ま
と
め
た

『
菅
江
真
澄
│
旅
人
た
ち
の
歴
史
２
』
を
未
来
社

か
ら
出
版
し
て
い
ま
す
。

　
　宮
本
常
一
の
眼
に
映
っ
た
当
時
の
秋
田
に
つ
い

て
、
宮
本
常
一
記
念
館
が
蔵
す
る
写
真
を
紹
介
し

ま
し
た
。
な
お
、
昭
和
三
十
年
十
一
月
撮
影
の
35

点
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
「
宮
本
常
一
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
で
検
索
）
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
菅
江
真
澄
に
関
す
る
学
習
は
、『
菅
江
真
澄
遊
覧

記
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
全
５
巻
）
と
『
菅
江
真

澄
全
集
』（
未
来
社
、
全
12
巻
・
別
巻
１
）
を
基
本

テ
キ
ス
ト
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
前
者

は
親
し
み
や
す
い
現
代
語
訳
と
し
て
よ
く
読
ま

れ
、
後
者
は
真
澄
の
著
作
を
網
羅
し
た
も
の
と
し

て
真
澄
の
学
習
に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
の

出
版
も
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
と
、
秋
田
に
住
ん

で
真
澄
研
究
を
続
け
た
内
田
武
志
が
編
纂
者
と
し

て
名
を
連
ね
て
い
ま
す
。
特
に
『
菅
江
真
澄
全

集
』
は
、
刊
行
を
終
え
て
か
ら
37
年
が
経
っ
た
現

在
で
も
真
澄
研
究
の
根
幹
で
あ
り
、
そ
こ
で
打
ち

立
て
ら
れ
た
内
田
武
志
の
論
は
真
澄
研
究
の
指
針

に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
展
で
は
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
の
出
版
に
か
か

わ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
編
纂
者
で
あ
る
内
田
武
志

の
資
料
（
館
蔵
）
と
宮
本
常
一
の
資
料
（
山
口
県

周
防
大
島
町
・
宮
本
常
一
記
念
館
蔵
）
か
ら
探
っ

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
展
示
協
力
：
宮
本
常
一
記
念
館

刊行順 全集巻数・内容 刊行年月日 間隔 巻末告知等から

❶ 第一巻（日記―信濃・出羽陸奥）
８カ月（1971年）

（1981年）

内田武志死去（昭和55年12月３日）

註についての考えの違いを発
端にして、内田と宮本との全
集編纂についての考えの違い
が明確となる。（昭和46年８月
25日付宮本宛書館から）

最終型ではないが、初めて全
集の全体像を明示した。雑纂
編が１巻、別巻は明示されて
いない。

別巻一、別巻二の刊行が初め
て示された。次回配本の巻数
は示されず。別巻一を「評伝・
資料篇」から「菅江真澄研
究」にすることを告知した。

雑纂編を２巻とすることで刊
行の最終型が決まる。

「別巻二」索引編は未刊のま
ま（2018年まで37年間）

８カ月

７カ月

５カ月

１年２カ月

１年２カ月

11カ月

１年

７カ月

１年２カ月

１年５カ月

９カ月

昭和46年３月25日

❷ 第二巻（日記―蝦夷地・下北） 11月30日

❸ 第三巻（日記―津軽・秋田１） 昭和47年７月10日

❹ 第四巻（日記―秋田２） 昭和48年２月25日

❺ 第九巻（図絵集） ７月31日

❻ 第十巻（随筆） 昭和49年９月30日

❼ 第五巻（勝地臨毫、地誌―雄勝郡） 昭和50年11月15日

❽ 第六巻（地誌―平鹿郡） 昭和51年10月15日

❾ 別巻一（内田武志の菅江真澄研究） 昭和52年10月25日

10 第七巻（地誌―仙北郡１） 昭和53年５月31日

11 第八巻（地誌―仙北郡２） 昭和54年７月20日

12 第十一巻（雑纂１） 昭和55年12月20日

13 第十二巻（雑纂２） 昭和56年９月20日

● 別巻二（索引編）

『菅江真澄全集』（未来社）刊行の経緯

き
ょ
う
ご
う

・

・

す
お
う

１
一
枚
の
写
真

２
全
集
刊
行
の
経
過

３
宮
本
常
一
記
念
館
の
資
料
か
ら

４
菅
江
真
澄
研
究
所
の
活
動

５
宮
本
常
一
と
内
田
武
志

６
宮
本
常
一
が
み
た
秋
田



真澄７ 真澄６

企画展菅江真澄、記憶のかたち～没後190年記念展～
平成30年９月22日（土）～11月４日（日）

　当
館
で
は
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
の
開
館

以
降
、
菅
江
真
澄
に
関
す
る
企
画
展
（
特
別
展
を

含
む
）
を
何
度
か
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で

言
う
「
企
画
展
」
と
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
（
平
成

十
六
年
）
以
前
の
第
三
展
示
室
、
現
在
の
企
画
展

示
室
で
お
こ
な
う
大
き
な
展
示
を
指
し
ま
す
。

　今
回
の
企
画
展
は
、
こ
こ
十
年
で
は
、
平
成
二

十
年
度
の
企
画
展
「
あ
き
た
遺
産
、
菅
江
真
澄
〜

没
後
一
八
○
年
記
念
展
」
、
平
成
二
十
六
年
度
の

国
民
文
化
祭
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
っ
た
特
別
展

「
菅
江
真
澄
、
旅
の
ま
な
ざ
し
」
に
続
く
開
催
と

な
り
ま
し
た
。

　菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー
で
お
こ
な
う
通
常
の

展
示
で
は
、
真
澄
の
著
作
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と

を
重
視
す
る
点
な
ど
か
ら
、
当
館
が
所
蔵
す
る
写

本
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
企
画

展
は
、
没
後
一
九
○
年
の
記
念
展
で
あ
る
た
め
、

展
示
会
場
い
っ
ぱ
い
に
自
筆
本
（
重
要
文
化
財

「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
、
秋
田
県
指
定
文
化
財

「
菅
江
真
澄
著
作
」
）
を
展
示
す
る
こ
と
か
ら
、

構
成
を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
加
え

て
、
真
澄
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
魅
力
に
も
な
っ

て
い
る
図
絵
を
数
多
く
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
、
第
一
章
「
旅
と
日
記
」
、
第
六
章
「
地
誌
を

編
む
」
で
は
、
二
週
間
ご
と
に
丁
替
え
（
ペ
ー
ジ

を
め
く
る
こ
と
）
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　ま
た
、
資
料
所
蔵
者
の
方
々
か
ら
の
御
協
力
を

得
て
、
冊
子
以
外
の
掛
軸
・
短
冊
・
実
資
料
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
「
遺
墨
資
料
」
を
展
示
し
た
ほ
か
、

平
成
二
十
六
年
の
特
別
展
以
降
、
そ
の
存
在
が
明

ら
か
と
な
っ
た
り
展
示
可
能
に
な
っ
た
り
し
た
資

料
を
「
初
公
開
資
料
」
と
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
れ
ら
を
含
め
た
約
二
○
○
点
の
資
料
を
展
示
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　十
年
後
の
二
○
二
八
年
は
、
真
澄
の
没
後
二
百

年
に
な
り
ま
す
。
真
澄
が
秋
田
県
内
外
に
与
え
た

文
化
的
影
響
、
そ
れ
に
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）

の
没
後
百
年
祭
が
柳
田
国
男
に
よ
る
講
演
な
ど
で

大
き
な
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
な
ど
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
十
年
後
の
没
後
二
百
年
で
は
、

現
代
に
合
っ
た
顕
彰
の
仕
方
を
含
め
た
大
き
な
催

し
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
ま
す
。
そ
の
中

で
、
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー
が
果
た
す
べ
き
役

割
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
と
想
像
し
ま
す
。

　真
澄
の
記
録
が
、
世
界
記
憶
遺
産
に
ふ
さ
わ
し

い
と
評
価
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
日
本
の
み
な

ら
ず
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
、
真
澄
の
記

録
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
解
釈
が
試
み
ら

れ
、
そ
れ
を
通
し
て
、
秋
田
県
の
み
な
ら
ず
記
録

に
残
っ
た
地
域
の
方
々
が
│
私
を
含
め
て
│
、
そ

の
地
域
に
住
む
意
味
や
誇
り
を
見
出
せ
た
ら
、
真

澄
を
学
習
す
る
意
義
も
出
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。　今

回
の
企
画
展
の
構
成
や
内
容
、
展
示
手
法
な

ど
を
今
後
精
査
し
な
が
ら
、
十
年
後
の
没
後
二
百

年
を
見
据
え
た
活
動
を
、
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン

タ
ー
と
し
て
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　な
お
、
今
回
の
企
画
展
で
は
、
展
示
内
容
を
記

録
と
し
て
残
す
目
的
か
ら
、
Ａ
５
判
１
７
６
頁
の

展
示
図
録
を
刊
行
し
ま
し
た
。
菅
江
真
澄
資
料
セ

ン
タ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ル
ー
ム
の
開
架
図
書
に
し
て

い
ま
す
の
で
、
展
示
資
料
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解

説
は
図
録
で
御
覧
く
だ
さ
い
。
（
松
山
）

　展
示
趣
旨
か
ら

　わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
は
、
遠
い
祖
先

か
ら
引
き
継
い
で
き
た
〈
記
憶
〉
│
伝
統
が
あ
り

ま
す
。
真
澄
の
記
録
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
そ
れ

を
真
澄
の
ま
な
ざ
し
で
切
り
取
っ
た
「
記
憶
の
か

た
ち
」
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
記
憶
の
か
た

ち
」
の
価
値
を
あ
ら
た
め
て
と
ら
え
、
そ
の
土
地

独
自
の
伝
統
と
と
も
に
、
真
澄
の
著
作
や
関
連
す

る
事
柄
を
、
後
世
に
よ
り
よ
い
形
で
伝
え
て
い
き

た
い
と
考
え
ま
す
。
こ
の
記
念
展
を
機
会
に
、
真

澄
の
記
録
を
体
系
的
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

第
一
章

　旅
と
日
記

　真
澄
の
人
生
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
四
十

七
年
も
の
間
、
異
郷
の
地
で
過
ご
し
た
こ
と
に
あ

り
ま
す
。「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
に
は
、
各
地
で
見

聞
し
た
珍
し
い
習
俗
や
文
物
、
そ
れ
に
交
流
し
た

人
た
ち
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
地

へ
の
旅
の
日
記
を
、
信
濃
、
出
羽･

陸
奥
、
蝦
夷

地
、
下
北
、
津
軽
、
秋
田
に
分
け
て
紹
介
し
ま
し
た
。

第
二
章

　記
録
の
視
点

 

「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
の
読
み
方
や
見
方
は
、
人

そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
や
志
向
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
そ
れ
に
応
え
る
だ
け
の
豊
富
な
材
料

が
、
真
澄
の
著
作
に
は
あ
り
ま
す
。
真
澄
の
記
録

を
、《
粉
本
稿
》
序
文
に
あ
る
文
言
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
て
、
と
こ
ろ
（
土
地
）
、
た
め
し
（
習
俗
、
生

業
）
、
う
つ
わ
（
道
具
、
モ
ノ
）
の
三
つ
の
観
点
か

ら
紹
介
し
ま
し
た
。

第
三
章

　交
流
の
譜

　真
澄
の
旅
は
、
人
々
と
交
流
を
持
つ
こ
と
が
前

提
に
あ
り
、
人
々
の
心
の
温
か
さ
に
支
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
真
澄
自
身
も
、
旅
を
語
り
、
歌
を
詠

い
、
医
者
と
し
て
の
技
能
を
発
揮
し
な
が
ら
、

人
々
と
の
交
流
を
深
め
ま
し
た
。
二
十
八
年
余
り

を
過
ご
し
た
秋
田
県
に
は
、
真
澄
と
人
々
と
の
交

流
を
示
す
遺
墨
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
四
章

　学
び
の
方
法

　真
澄
の
旅
を
支
え
た
の
は
、
物
事
に
対
す
る
尽

き
る
こ
と
の
な
い
興
味
と
、
各
地
で
の
見
聞
で
培

わ
れ
た
知
識
で
し
た
。
さ
ら
に
、
秋
田
に
入
っ
て

か
ら
は
、
書
物
を
自
ら
写
し
た
り
、
考
証
に
利
用

し
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
、
随
筆
や
地
誌
と
い
っ
た
後
期
の
著
作
に
生
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
真
澄
の
著
作
の
幅
を
広
げ

ま
し
た
。

第
五
章

　名
所
を
謳
う

　各
地
の
歌
枕
を
訪
ね
て
歌
を
詠
う
こ
と
が
、
真

澄
の
旅
の
当
初
か
ら
の
目
的
で
し
た
。
世
間
に
よ

く
知
ら
れ
た
名
所
ば
か
り
で
は
な
く
、
各
地
に
は

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
特
徴
を
持
っ
た
「
名
ど
こ

ろ
」
が
あ
り
ま
す
。
長
い
歴
史
や
特
徴
の
あ
る
文

化
を
そ
の
土
地
に
認
め
、
歌
や
図
絵
に
し
て
賞
揚

し
て
い
ま
す
。

第
六
章

　地
誌
を
編
む

　後
年
、
真
澄
は
秋
田
領
六
郡
の
地
誌
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
一
村
ご
と
に
そ
の
土
地
の
地
理
や
歴

史
、
文
化
な
ど
を
き
め
細
か
く
書
き
記
す
と
と
も

に
、
そ
こ
に
多
く
の
彩
色
さ
れ
た
図
絵
を
添
え
る

こ
と
で
、
生
き
生
き
と
当
時
の
よ
う
す
を
描
き
出

し
て
い
ま
す
。
人
々
に
「
旧
跡
吟
味
役
」
と
認
識

さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
よ
さ
を

探
訪
し
、
書
物
と
し
て
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。

■
初
公
開
資
料

旧
佐
藤
太
治
兵
衛
家
の
板
壁
（
木
製
）
、
藤
杜
神

社
棟
札
（
木
製
）
、
榊
葉
日
記
（
冊
子
）
、
短
冊

帖
（
菅
江
真
澄
「
互
恨
恋
」
を
含
む
）
、
「
ひ
ふ

み
川
と
い
ふ
処
に
」
（
軸
装
短
冊
）
、
待
隣
家
花

（
短
冊
）
の
六
点
。

■
付
帯
展
示

テ
ー
マ
／
真
澄
を
楽
し
む

　真
澄
の
学
習
の
仕
方
、
楽
し
み
方
は
、
技
能
や

興
味
に
よ
っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
澄

の
著
作
の
読
み
も
深
ま
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
趣

味
を
生
か
し
な
が
ら
真
澄
を
見
た
り
読
ん
だ
り
し

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
展
示
で
は
、
写

真
、
ゴ
ム
版
画
、
イ
ラ
ス
ト
、
紙
芝
居
、
版
画
、

ス
ゴ
ロ
ク
作
製
を
紹
介
し
ま
し
た
。

■
関
連
事
業

◉
菅
江
真
澄
没
後
１
９
０
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
兼
）全
国
菅
江
真
澄
研
究
集
会

　共
催
／
菅
江
真
澄
研
究
会

　日
時
／
９
月
29
日
（
土
）
13

：

00
〜
16

：

40

　会
場
／
秋
田
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階
講
堂

　テ
ー
マ
／
真
澄
の
今
│
ゆ
か
り
の
地
か
ら
の
発
信
│

　パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
／

〈
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
〉

　
　石
井
正
己
（
東
京
学
芸
大
学
教
授
）

　

〈
パ
ネ
ラ
ー
〉

塩
瀬
忠
夫
（
愛
知
県
新
城
市
住
・
菅
江
真
澄
研

究
会
理
事
）、
中
原
文
彦（
長
野
県
塩
尻
市
・
本

洗
馬
歴
史
の
里
資
料
館
学
芸
員
）、
深
澤
恭
仁

（
青
森
菅
江
真
澄
研
究
会
会
長
）、
天
野
荘
平

（
男
鹿
市
菅
江
真
澄
研
究
会
会
長
）、
松
山
修

（
当
館
主
任
学
芸
主
事
）

　参
加
／
１
７
０
名

◉
真
澄
講
話
会
「
は
じ
め
て
の
真
澄
学
」

　協
力
／
菅
江
真
澄
研
究
会

　①
10
月
５
日（
金
）「
真
澄
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
」

　講
師
／
角
崎
大
（
当
館
学
芸
主
事
、
真
澄
担
当
）

　②
10
月
19
日
（
金
）「
菅
江
真
澄
の
不
思
議
」

　講
師
／
小
笹
鉄
文
（
菅
江
真
澄
研
究
会
会
長
）

　③
11
月
２
日
（
金
）

　「
い
づ
こ
に
か
旅
人
は
行
ぞ
│
菅
江
真
澄
の
旅
姿
」

　講
師
／
永
井
登
志
樹
（
菅
江
真
澄
研
究
会
副
会
長
）

　時
間
／
13

：

30
〜
15

：

00

　会
場
／
学
習
室

　参
加
／
①
45
名

　②
37
名

　③
55
名

◉
ビ
デ
オ
上
映
会
「
菅
江
真
澄
の
旅
」

（
２
０
０
２
年
紀
伊
國
屋
書
店
制
作
）

　日
時
／
①
９
月
28
日（
金
）
　②
10
月
12
日（
金
）

　
　
　
　③
10
月
26
日（
金
）

　内
容
／
前
半…

10

：

00
〜
12

：

30
（
真
澄
の
生

涯
、
青
森
・
津
軽
編
、
岩
手
編
、
各
編

約
45
分
）

　
　
　
　後
半…

13

：

30
〜
16

：

00
（
北
海
道
編
、

青
森
・
下
北
編
、
秋
田
編
、
各
編
約
45

分
）

　会
場
／
ス
タ
デ
ィ
ル
ー
ム

　参
加
／
①
14
名

　②
18
名

　③
22
名

◉
展
示
解
説
会

　解
説
／
角
崎
大
（
当
館
学
芸
主
事
）

　日
時
／
①
９
月
23
日
（
日
）

　②
10
月
14
日（
日
）

　
　
　
　③
10
月
28
日
（
日
）

　
　
　
　い
ず
れ
も
10

：

00
〜
11

：

00

　会
場
／
企
画
展
示
室

　参
加
／
①
25
名

　②
16
名

　③
12
名

《
粉
本
稿
》（
大
館
市
立
栗
盛
記
念
図
書
館
蔵
）は
、

真
澄
の
初
期
の
図
絵
集
で
あ
る
。序
文
の
一
行
目
途

中
か
ら「
世
に
こ
と
な
れ
る
と
こ
ろ
、こ
と
な
れ
る
う

つ
わ
、こ
と
な
る
た
め
し
に
こ
ゝ
ろ
と
ゞ
ま
り
て
」と
、

記
録
の
視
点
を
述
べ
て
い
る
。

掛軸・短冊・棟札を展示したほか、真澄が交流した人物として、大友
直枝・高階貞房・佐藤太治兵衛家を取り上げた。写真の左２点は
直枝宛真澄書簡、右２点は、真澄のことが記録された大友家資料
である。いずれも横手市大森町・大友克己氏蔵。

平鹿郡と仙北郡に著された地域を地図上に示した上で、重要文化
財「菅江真澄遊覧記」の各巻を展示した。２週間ごとに丁替えをお
こない、それぞれに解説を付した。壁ケースの向かいには、地誌に関
わる諸資料を展示。写真の実資料は、兜の前立（美郷町・齋藤則
迪氏蔵）で、仙北郡の地誌を象徴する資料として展示した。

会場／ふるさとまつり広場



真澄７ 真澄６

企画展菅江真澄、記憶のかたち～没後190年記念展～
平成30年９月22日（土）～11月４日（日）

　当
館
で
は
昭
和
五
十
年
（
一
九
七
五
）
の
開
館

以
降
、
菅
江
真
澄
に
関
す
る
企
画
展
（
特
別
展
を

含
む
）
を
何
度
か
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で

言
う
「
企
画
展
」
と
は
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
（
平
成

十
六
年
）
以
前
の
第
三
展
示
室
、
現
在
の
企
画
展

示
室
で
お
こ
な
う
大
き
な
展
示
を
指
し
ま
す
。

　今
回
の
企
画
展
は
、
こ
こ
十
年
で
は
、
平
成
二

十
年
度
の
企
画
展
「
あ
き
た
遺
産
、
菅
江
真
澄
〜

没
後
一
八
○
年
記
念
展
」
、
平
成
二
十
六
年
度
の

国
民
文
化
祭
に
合
わ
せ
て
お
こ
な
っ
た
特
別
展

「
菅
江
真
澄
、
旅
の
ま
な
ざ
し
」
に
続
く
開
催
と

な
り
ま
し
た
。

　菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー
で
お
こ
な
う
通
常
の

展
示
で
は
、
真
澄
の
著
作
内
容
を
紹
介
す
る
こ
と

を
重
視
す
る
点
な
ど
か
ら
、
当
館
が
所
蔵
す
る
写

本
を
中
心
に
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
企
画

展
は
、
没
後
一
九
○
年
の
記
念
展
で
あ
る
た
め
、

展
示
会
場
い
っ
ぱ
い
に
自
筆
本
（
重
要
文
化
財

「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
、
秋
田
県
指
定
文
化
財

「
菅
江
真
澄
著
作
」
）
を
展
示
す
る
こ
と
か
ら
、

構
成
を
決
め
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
加
え

て
、
真
澄
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
魅
力
に
も
な
っ

て
い
る
図
絵
を
数
多
く
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
、
第
一
章
「
旅
と
日
記
」
、
第
六
章
「
地
誌
を

編
む
」
で
は
、
二
週
間
ご
と
に
丁
替
え
（
ペ
ー
ジ

を
め
く
る
こ
と
）
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

　ま
た
、
資
料
所
蔵
者
の
方
々
か
ら
の
御
協
力
を

得
て
、
冊
子
以
外
の
掛
軸
・
短
冊
・
実
資
料
な
ど

の
い
わ
ゆ
る
「
遺
墨
資
料
」
を
展
示
し
た
ほ
か
、

平
成
二
十
六
年
の
特
別
展
以
降
、
そ
の
存
在
が
明

ら
か
と
な
っ
た
り
展
示
可
能
に
な
っ
た
り
し
た
資

料
を
「
初
公
開
資
料
」
と
し
て
紹
介
し
ま
し
た
。

そ
れ
ら
を
含
め
た
約
二
○
○
点
の
資
料
を
展
示
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　十
年
後
の
二
○
二
八
年
は
、
真
澄
の
没
後
二
百

年
に
な
り
ま
す
。
真
澄
が
秋
田
県
内
外
に
与
え
た

文
化
的
影
響
、
そ
れ
に
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）

の
没
後
百
年
祭
が
柳
田
国
男
に
よ
る
講
演
な
ど
で

大
き
な
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
な
ど
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
十
年
後
の
没
後
二
百
年
で
は
、

現
代
に
合
っ
た
顕
彰
の
仕
方
を
含
め
た
大
き
な
催

し
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
ま
す
。
そ
の
中

で
、
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー
が
果
た
す
べ
き
役

割
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
と
想
像
し
ま
す
。

　真
澄
の
記
録
が
、
世
界
記
憶
遺
産
に
ふ
さ
わ
し

い
と
評
価
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
。
日
本
の
み
な

ら
ず
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
、
真
澄
の
記

録
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
解
釈
が
試
み
ら

れ
、
そ
れ
を
通
し
て
、
秋
田
県
の
み
な
ら
ず
記
録

に
残
っ
た
地
域
の
方
々
が
│
私
を
含
め
て
│
、
そ

の
地
域
に
住
む
意
味
や
誇
り
を
見
出
せ
た
ら
、
真

澄
を
学
習
す
る
意
義
も
出
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。　今

回
の
企
画
展
の
構
成
や
内
容
、
展
示
手
法
な

ど
を
今
後
精
査
し
な
が
ら
、
十
年
後
の
没
後
二
百

年
を
見
据
え
た
活
動
を
、
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン

タ
ー
と
し
て
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

　な
お
、
今
回
の
企
画
展
で
は
、
展
示
内
容
を
記

録
と
し
て
残
す
目
的
か
ら
、
Ａ
５
判
１
７
６
頁
の

展
示
図
録
を
刊
行
し
ま
し
た
。
菅
江
真
澄
資
料
セ

ン
タ
ー
・
ス
タ
デ
ィ
ル
ー
ム
の
開
架
図
書
に
し
て

い
ま
す
の
で
、
展
示
資
料
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解

説
は
図
録
で
御
覧
く
だ
さ
い
。
（
松
山
）

　展
示
趣
旨
か
ら

　わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
は
、
遠
い
祖
先

か
ら
引
き
継
い
で
き
た
〈
記
憶
〉
│
伝
統
が
あ
り

ま
す
。
真
澄
の
記
録
は
、
江
戸
時
代
後
期
、
そ
れ

を
真
澄
の
ま
な
ざ
し
で
切
り
取
っ
た
「
記
憶
の
か

た
ち
」
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
記
憶
の
か
た

ち
」
の
価
値
を
あ
ら
た
め
て
と
ら
え
、
そ
の
土
地

独
自
の
伝
統
と
と
も
に
、
真
澄
の
著
作
や
関
連
す

る
事
柄
を
、
後
世
に
よ
り
よ
い
形
で
伝
え
て
い
き

た
い
と
考
え
ま
す
。
こ
の
記
念
展
を
機
会
に
、
真

澄
の
記
録
を
体
系
的
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
す
。

第
一
章

　旅
と
日
記

　真
澄
の
人
生
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
四
十

七
年
も
の
間
、
異
郷
の
地
で
過
ご
し
た
こ
と
に
あ

り
ま
す
。「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
に
は
、
各
地
で
見

聞
し
た
珍
し
い
習
俗
や
文
物
、
そ
れ
に
交
流
し
た

人
た
ち
の
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
地

へ
の
旅
の
日
記
を
、
信
濃
、
出
羽･

陸
奥
、
蝦
夷

地
、
下
北
、
津
軽
、
秋
田
に
分
け
て
紹
介
し
ま
し
た
。

第
二
章

　記
録
の
視
点

 

「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
の
読
み
方
や
見
方
は
、
人

そ
れ
ぞ
れ
の
興
味
や
志
向
の
持
ち
方
に
よ
っ
て
異

な
り
ま
す
。
そ
れ
に
応
え
る
だ
け
の
豊
富
な
材
料

が
、
真
澄
の
著
作
に
は
あ
り
ま
す
。
真
澄
の
記
録

を
、《
粉
本
稿
》
序
文
に
あ
る
文
言
を
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
て
、
と
こ
ろ
（
土
地
）
、
た
め
し
（
習
俗
、
生

業
）
、
う
つ
わ
（
道
具
、
モ
ノ
）
の
三
つ
の
観
点
か

ら
紹
介
し
ま
し
た
。

第
三
章

　交
流
の
譜

　真
澄
の
旅
は
、
人
々
と
交
流
を
持
つ
こ
と
が
前

提
に
あ
り
、
人
々
の
心
の
温
か
さ
に
支
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
真
澄
自
身
も
、
旅
を
語
り
、
歌
を
詠

い
、
医
者
と
し
て
の
技
能
を
発
揮
し
な
が
ら
、

人
々
と
の
交
流
を
深
め
ま
し
た
。
二
十
八
年
余
り

を
過
ご
し
た
秋
田
県
に
は
、
真
澄
と
人
々
と
の
交

流
を
示
す
遺
墨
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
四
章

　学
び
の
方
法

　真
澄
の
旅
を
支
え
た
の
は
、
物
事
に
対
す
る
尽

き
る
こ
と
の
な
い
興
味
と
、
各
地
で
の
見
聞
で
培

わ
れ
た
知
識
で
し
た
。
さ
ら
に
、
秋
田
に
入
っ
て

か
ら
は
、
書
物
を
自
ら
写
し
た
り
、
考
証
に
利
用

し
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら

は
、
随
筆
や
地
誌
と
い
っ
た
後
期
の
著
作
に
生
か

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
真
澄
の
著
作
の
幅
を
広
げ

ま
し
た
。

第
五
章

　名
所
を
謳
う

　各
地
の
歌
枕
を
訪
ね
て
歌
を
詠
う
こ
と
が
、
真

澄
の
旅
の
当
初
か
ら
の
目
的
で
し
た
。
世
間
に
よ

く
知
ら
れ
た
名
所
ば
か
り
で
は
な
く
、
各
地
に
は

そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
特
徴
を
持
っ
た
「
名
ど
こ

ろ
」
が
あ
り
ま
す
。
長
い
歴
史
や
特
徴
の
あ
る
文

化
を
そ
の
土
地
に
認
め
、
歌
や
図
絵
に
し
て
賞
揚

し
て
い
ま
す
。

第
六
章

　地
誌
を
編
む

　後
年
、
真
澄
は
秋
田
領
六
郡
の
地
誌
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
一
村
ご
と
に
そ
の
土
地
の
地
理
や
歴

史
、
文
化
な
ど
を
き
め
細
か
く
書
き
記
す
と
と
も

に
、
そ
こ
に
多
く
の
彩
色
さ
れ
た
図
絵
を
添
え
る

こ
と
で
、
生
き
生
き
と
当
時
の
よ
う
す
を
描
き
出

し
て
い
ま
す
。
人
々
に
「
旧
跡
吟
味
役
」
と
認
識

さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
よ
さ
を

探
訪
し
、
書
物
と
し
て
残
し
て
く
れ
ま
し
た
。

■
初
公
開
資
料

旧
佐
藤
太
治
兵
衛
家
の
板
壁
（
木
製
）
、
藤
杜
神

社
棟
札
（
木
製
）
、
榊
葉
日
記
（
冊
子
）
、
短
冊

帖
（
菅
江
真
澄
「
互
恨
恋
」
を
含
む
）
、
「
ひ
ふ

み
川
と
い
ふ
処
に
」
（
軸
装
短
冊
）
、
待
隣
家
花

（
短
冊
）
の
六
点
。

■
付
帯
展
示

テ
ー
マ
／
真
澄
を
楽
し
む

　真
澄
の
学
習
の
仕
方
、
楽
し
み
方
は
、
技
能
や

興
味
に
よ
っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
澄

の
著
作
の
読
み
も
深
ま
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。
趣

味
を
生
か
し
な
が
ら
真
澄
を
見
た
り
読
ん
だ
り
し

て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
展
示
で
は
、
写

真
、
ゴ
ム
版
画
、
イ
ラ
ス
ト
、
紙
芝
居
、
版
画
、

ス
ゴ
ロ
ク
作
製
を
紹
介
し
ま
し
た
。

■
関
連
事
業

◉
菅
江
真
澄
没
後
１
９
０
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

（
兼
）全
国
菅
江
真
澄
研
究
集
会

　共
催
／
菅
江
真
澄
研
究
会

　日
時
／
９
月
29
日
（
土
）
13

：

00
〜
16

：

40

　会
場
／
秋
田
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
３
階
講
堂

　テ
ー
マ
／
真
澄
の
今
│
ゆ
か
り
の
地
か
ら
の
発
信
│

　パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
／

〈
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
〉

　
　石
井
正
己
（
東
京
学
芸
大
学
教
授
）

　

〈
パ
ネ
ラ
ー
〉

塩
瀬
忠
夫
（
愛
知
県
新
城
市
住
・
菅
江
真
澄
研

究
会
理
事
）、
中
原
文
彦（
長
野
県
塩
尻
市
・
本

洗
馬
歴
史
の
里
資
料
館
学
芸
員
）、
深
澤
恭
仁

（
青
森
菅
江
真
澄
研
究
会
会
長
）、
天
野
荘
平

（
男
鹿
市
菅
江
真
澄
研
究
会
会
長
）、
松
山
修

（
当
館
主
任
学
芸
主
事
）

　参
加
／
１
７
０
名

◉
真
澄
講
話
会
「
は
じ
め
て
の
真
澄
学
」

　協
力
／
菅
江
真
澄
研
究
会

　①
10
月
５
日（
金
）「
真
澄
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
」

　講
師
／
角
崎
大
（
当
館
学
芸
主
事
、
真
澄
担
当
）

　②
10
月
19
日
（
金
）「
菅
江
真
澄
の
不
思
議
」

　講
師
／
小
笹
鉄
文
（
菅
江
真
澄
研
究
会
会
長
）

　③
11
月
２
日
（
金
）

　「
い
づ
こ
に
か
旅
人
は
行
ぞ
│
菅
江
真
澄
の
旅
姿
」

　講
師
／
永
井
登
志
樹
（
菅
江
真
澄
研
究
会
副
会
長
）

　時
間
／
13

：

30
〜
15

：

00

　会
場
／
学
習
室

　参
加
／
①
45
名

　②
37
名

　③
55
名

◉
ビ
デ
オ
上
映
会
「
菅
江
真
澄
の
旅
」

（
２
０
０
２
年
紀
伊
國
屋
書
店
制
作
）

　日
時
／
①
９
月
28
日（
金
）
　②
10
月
12
日（
金
）

　
　
　
　③
10
月
26
日（
金
）

　内
容
／
前
半…

10

：

00
〜
12

：

30
（
真
澄
の
生

涯
、
青
森
・
津
軽
編
、
岩
手
編
、
各
編

約
45
分
）

　
　
　
　後
半…

13

：

30
〜
16

：

00
（
北
海
道
編
、

青
森
・
下
北
編
、
秋
田
編
、
各
編
約
45

分
）

　会
場
／
ス
タ
デ
ィ
ル
ー
ム

　参
加
／
①
14
名

　②
18
名

　③
22
名

◉
展
示
解
説
会

　解
説
／
角
崎
大
（
当
館
学
芸
主
事
）

　日
時
／
①
９
月
23
日
（
日
）

　②
10
月
14
日（
日
）

　
　
　
　③
10
月
28
日
（
日
）

　
　
　
　い
ず
れ
も
10

：

00
〜
11

：

00

　会
場
／
企
画
展
示
室

　参
加
／
①
25
名

　②
16
名

　③
12
名

《
粉
本
稿
》（
大
館
市
立
栗
盛
記
念
図
書
館
蔵
）は
、

真
澄
の
初
期
の
図
絵
集
で
あ
る
。序
文
の
一
行
目
途

中
か
ら「
世
に
こ
と
な
れ
る
と
こ
ろ
、こ
と
な
れ
る
う

つ
わ
、こ
と
な
る
た
め
し
に
こ
ゝ
ろ
と
ゞ
ま
り
て
」と
、

記
録
の
視
点
を
述
べ
て
い
る
。

掛軸・短冊・棟札を展示したほか、真澄が交流した人物として、大友
直枝・高階貞房・佐藤太治兵衛家を取り上げた。写真の左２点は
直枝宛真澄書簡、右２点は、真澄のことが記録された大友家資料
である。いずれも横手市大森町・大友克己氏蔵。

平鹿郡と仙北郡に著された地域を地図上に示した上で、重要文化
財「菅江真澄遊覧記」の各巻を展示した。２週間ごとに丁替えをお
こない、それぞれに解説を付した。壁ケースの向かいには、地誌に関
わる諸資料を展示。写真の実資料は、兜の前立（美郷町・齋藤則
迪氏蔵）で、仙北郡の地誌を象徴する資料として展示した。

会場／ふるさとまつり広場
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真澄８

展示解説の様子

展示室の様子
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「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。

発　行　日
編集・発行

◎平成31年3月22日
◎秋田県立博物館菅江真澄資料センター
〒010‒0124 秋田市金足鳰崎字後山52
℡.018‒873‒4121（代）

編集後記（表紙解説も兼ねて）

・平成30年は真澄没後190年に当たる年であった。当館でも「菅江真澄、記憶のかた
ち～没後百九十年記念展」と題して企画展を行い、多くの方々に足を運んで頂いた。
また併せてシンポジウムや講話会、ビデオ上映会などの様々な付帯事業も行った。こ
ちらの方も盛況で、予想を上回るご参加を頂いた。没後190年という節目の年が、改
めて真澄のことを多くの方々に知って頂く機会となったことを大変喜ばしく思う。表
紙の写真は、(上)企画展入口の様子、(下左)シンポジウムの様子、(下右)講話会の様子
である。協力して頂いた企画展の資料所蔵者、シンポジウムや講話会等の付帯事業を
共催して頂いた菅江真澄研究会の皆様に改めてお礼を申し上げたい。
　５月には元号が変わる。新しい時代の幕開けを迎える節目の時、「温故知新」とい
う言葉が私の脳裏に浮かぶ。これまでの諸先輩方の積み重ねを大切にしながら、新し
い時代、新たな発見を目指していきたい。(角崎)

⑧
錦
木
雑
葉
集
（
に
し
き
ぎ
ざ
つ
よ
う
し
ゅ
う
）

⑨
け
ふ
の
せ
ば
の
の

⑩
奥
の
冬
ご
も
り

⑪
雪
の
山
越
え

⑫
都
由
野
塵
束
（
つ
ゆ
の
ち
り
つ
か
）

⑬
粉
本
稿
（
ふ
ん
ぽ
ん
こ
う
）

⑭
雪
の
お
ろ
ち
ね

⑮
月
の
出
羽
路
仙
北
郡
強
首
邑

　（つ
き
の
い
で
わ
じ
せ
ん
ぼ
く
ぐ
ん
こ
わ
く
び
む
ら
）

⑯
月
の
出
羽
路
仙
北
郡
上
淀
川
邑

　（つ
き
の
い
で
わ
じ
せ
ん
ぼ
く
ぐ
ん
か
み
よ
ど
か
わ
む
ら
）

◎
百
臼
之
図
（
も
も
う
す
の
か
た
）

　形
や
使
い
方
に
特
徴
の
あ
る
臼
を
描
い
た
図
絵
集

で
、
こ
こ
で
の
「
百
」
は
「
た
く
さ
ん
の
」
を
意
味

し
ま
す
。
国
立
国
会
図
書
館
に
同
名
の
資
料
が
あ
る

た
め
、『
菅
江
真
澄
全
集
』
で
は
本
資
料
を
「
異
文
一
」

と
し
て
い
ま
す
。
三
十
一
図
の
う
ち
、
十
七
図
が
国

会
図
書
館
本
と
同
じ
で
す
が
、
本
資
料
で
は
臼
唄
と

臼
に
ち
な
む
伝
承
が
古
書
等
か
ら
引
用
さ
れ
、
ま
た
、

臼
を
搗
い
た
り
引
い
た
り
す
る
人
物
が
描
か
れ
て
い

る
な
ど
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。

　秋
田
県
立
博
物
館
に
よ
る
出
張
展
の
一
環
と
し

て
、
標
記
展
示
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
一
昨
年
度
の

「
真
崎
文
庫
の
中
の
菅
江
真
澄
と
そ
の
魅
力
」、
昨
年

度
の
「
真
崎
文
庫
、
菅
江
真
澄
周
辺
の
こ
と
が
ら
」

に
続
く
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
今
回
は
真
澄
の
図
絵

や
関
連
資
料
に
あ
る
絵
を
「
描
画
資
料
」
と
称
し
て

そ
れ
ら
に
焦
点
を
当
て
、
真
崎
文
庫
の
中
か
ら
、
県

指
定
文
化
財
「
菅
江
真
澄
著
作
」
と
大
館
市
指
定
文

化
財
の
一
部
を
展
示
し
ま
し
た
。

■
県
指
定
文
化
財
「
菅
江
真
澄
著
作
」
中
の

　描
画
資
料

　真
澄
の
記
録
の
特
徴
は
、
そ
の
緻
密
さ
に
あ
り
ま

す
。
見
聞
し
た
事
柄
を
説
明
的
に
記
録
す
る
と
と
も

に
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
図
絵
も
描
い
て
い
ま
す
。

図
絵
は
見
る
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
、
そ
の
理

解
を
助
け
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
伝
え
る
べ
き
も
の

の
形
や
色
、
大
き
さ
、
周
囲
の
状
況
な
ど
も
わ
か
り

や
す
く
し
て
く
れ
ま
す
。
図
絵
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

真
澄
の
記
録
は
人
々
を
引
き
つ
け
る
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　本
展
で
は
、
県
指
定
四
十
六
点
の
う
ち
、
描
画
の

あ
る
十
六
冊
を
紹
介
し
ま
し
た
。

①
百
臼
之
図
（
も
も
う
す
の
か
た
）

②
母
模
宇
須
乃
迦
多
（
も
も
う
す
の
か
た
）

③
さ
く
ら
が
り
下

④
房
住
山
昔
物
語（
ぼ
う
じ
ゅ
う
さ
ん
む
か
し
も
の
が
た
り
）

⑤
新
古
祝
甕
品
類
之
図（
し
ん
こ
い
わ
い
べ
ひ
ん
る
い
の
か
た
）

⑥
菅
江
真
澄
翁
画
（
す
が
え
ま
す
み
お
う
が
）

⑦
ひ
ろ
め
の
具
（
ひ
ろ
め
の
う
つ
わ
）

■
菅
江
真
澄
関
連
の
描
画
資
料

　大
館
市
指
定
文
化
財
の
真
崎
文
庫
に
も
、
真
澄
の

記
録
に
関
連
す
る
資
料
が
あ
り
、
そ
の
中
に
も
絵
が

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　①
秋
田
十
景
之
図

　②
駅
路
鈴
之
図

　③
温
故
図
録
（
二
）

　④
阿
仁
諸
鉱
山
之
図

　⑤
寺
社
木
巡
見
為
御
用
下
筋
廻
在
之
節
一
覧
記

　⑥
温
故
図
録
（
七
）

 

◎
秋
田
十
景
之
図

　真
澄
が
描
い
た
と
さ
れ
る
資
料
に
「
久
保
田
十
景
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
久
保
田(

秋
田)

の
佳
景

十
カ
所
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
真
崎
文
庫
の
「
秋
田

十
景
之
図
」
は
、
文
と
歌
が
「
久
保
田
十
景
」
と
同

一
で
あ
り
な
が
ら
、「
綾
小
路
（
古
梅
）」
と
「
宝
塔

寺
紫
藤
」
に
多
少
の
相
違
が
あ
り
ま
す
。
図
絵
の
構

図
は
似
て
い
る
も
の
の
距
離
感
や
細
部
が
異
な
っ
て

い
ま
す
。
江
戸
時
代
後
期
は
各
地
の
名
所
を
八
景
・

十
景
・
十
二
景
な
ど
と
賞
揚
す
る
こ
と
が
盛
ん
な
時

代
で
し
た
。
時
代
背
景
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
真
澄

の
描
い
た
「
久
保
田
十
景
」
を
ど
う
考
え
る
か
、
こ

の
「
秋
田
十
景
之
図
」
は
問
題
提
起
を
し
て
い
る
と

言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

36

大
館
市
立
栗
盛
記
念
図
書
館
・
真
崎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展

「
菅
江
真
澄
と
描
画
資
料
」

平
成
三
十
年
十
一
月
十
七
日（
土
）〜
二
十
五
日（
日
）


