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か
つ
て
八
郎
潟
は
、
琵
琶
湖
に
続
き
、
日
本
第
二

位
の
広
さ
を
誇
り
、
日
本
海
と
も
つ
な
が
る
汽
水
湖

で
し
た
。
果
て
し
な
く
広
が
る
湖
面
、
そ
し
て
湖
岸

に
連
な
る
美
し
い
山
々
の
情
景
は
、
県
内
で
も
有
数

の
景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
、ま
た
「
水
一
升
に
魚
七
合
」

と
い
わ
れ
る
ほ
ど
多
く
の
魚
が
捕
れ
た
豊
か
な
湖
で

し
た
。
当
然
、
周
辺
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
の
中
心

に
は
八
郎
潟
が
あ
り
ま
し
た
。

　

真
澄
は
八
郎
潟
周
辺
を
幾
度
と
な
く
歩
き
、
そ
の

地
に
根
付
く
文
化
、
習
俗
、
信
仰
、
そ
し
て
人
々
の

暮
ら
し
ぶ
り
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
本
展
示
で
は
真

澄
の
視
点
を
通
し
て
、
真
澄
が
訪
れ
た
当
時
の
八
郎

潟
周
辺
の
様
子
や
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
姿
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
し
た
。

２

真
澄
、
八
郎
潟
の
名
称
を
想
う

日
記
『
男
鹿
の
秋
風
』
本
文
よ
り
意
訳

　
「
確
か
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
湖
を
か
つ
て
琴

の
湖
と
い
っ
た
と
い
う
。
近
江
の
湖
の
形
が
、
琵
琶

の
形
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て
、
こ
の
湖
は

琴
と
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
」

　　

真
澄
は
、
八
郎
潟
が
古
く
は
琴こ
と

の
湖う
み

と
い
う
名
で

呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
真
澄
は

こ
の
呼
称
に
関
し
て
、「
八
郎
潟
の
形
が
琴
に
似
て
い

る
か
ら
、
と
い
う
よ
り
は
、
古
く
か
ら
八
郎
潟
が
琵

琶
湖
と
並
ぶ
大
き
さ
の
湖
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
て
、「
琵
琶
」
に
対
し
て
の
「
琴
」、
と
い
う
見
立

て
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」、
と
考
察
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
真
澄
は
随
筆
『
筆
の
ま
に
ま
に
』
に
、「
水

の
姿
も
や
や
琴
の
さ
ま
せ
り
＝
湖
の
形
も
や
や
琴
の

形
の
よ
う
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
実
際
の
八

郎
潟
の
形
を
知
っ
て
い
る
現
在
の
私
た
ち
か
ら
す
れ

ば
、
少
々
疑
問
を
抱
く
内
容
で
す
が
、
真
澄
は
自
身

の
目
で
見
て
、
足
で
歩
い
て
、
八
郎
潟
が
南
北
に
長

く
、
東
西
に
短
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
そ
の
特
徴

を
も
っ
て
、「
琴
の
さ
ま
せ
り
」
と
記
し
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
も
そ
も
八
郎
潟
の
「
八
郎
」
と
は
、
潟
を
作
っ

た
と
さ
れ
る
龍
神
、
八
郎
太
郎
の
名
に
よ
り
ま
す
。

南
祖
坊
に
よ
っ
て
十
和
田
湖
を
追
わ
れ
、
天
瀬
川
（
三

種
町
）
に
た
ど
り
着
い
た
八
郎
太
郎
は
、
そ
こ
で
大

洪
水
を
起
こ
し
て
潟
を
作
り
、
安
住
の
地
と
し
て
住

み
着
き
ま
す
。
真
澄
も
そ
の
伝
説
に
つ
い
て
は
聞
き

及
ん
で
い
て
、
日
記
に
も
記
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
真
澄
は
八
郎
潟
に
住
む
龍
は
八
郎
太
郎

で
は
な
く
、
別
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
節
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
八や
ま
た
の
お
ろ
ち

岐
大
蛇
で
す
。
真
澄
は
八

郎
潟
の
こ
と
を
、「
八は
ち

龍
り
ゅ
う

湖
」、
ま
た
は
「
や
お
ろ
ち

の
う
み
」
な
ど
と
呼
び
ま
し
た
。

日
記
『
男
鹿
の
秋
風
』
本
文
よ
り
意
訳

　
「
こ
の
中
秋
の
名
月
を
八
龍
の
湖
（
こ
の
国
の
人
は

八
郎
潟
、
と
も
っ
ぱ
ら
呼
ん
で
い
る
。
や
ま
た
の
お

ろ
ち
を
祀
っ
て
八
龍
の
神
と
と
な
え
、
そ
れ
を
な
ま
っ

て
浦
の
名
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
）
に
行
っ
て
眺

め
た
い
と
思
い
、
久
保
田
を
出
立
し
た
」

日
記
『
氷
魚
の
村
君
』
本
文
よ
り
意
訳

　
「
去
年
か
ら
揚や

お

ろ

ち

の

う

み

泓
呂
地
乃
汙
瀰
（
こ
れ
は
八
龍
湖
の

こ
と
を
い
う
）
や
三
倉
鼻
、
森
山
な
ど
に
た
い
そ
う

近
い
谷
地
中
（
五
城
目
町
）
と
い
う
集
落
の
佐
藤
某

家
で
過
ご
し
、
正
月
を
迎
え
た
」　

　

真
澄
は
土
地
の
者
が
呼
ん
で
い
る
「
八
郎
」
潟
の

名
称
は
知
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
ヤ
マ
タ

ノ
オ
ロ
チ
、
つ
ま
り
「
八
龍
」
の
訛
り
で
あ
る
と
考

え
ま
し
た
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
八
郎
潟
と
ヤ
マ
タ
ノ
オ

ロ
チ
を
関
連
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ

の
答
え
は
、
八
郎
潟
周
辺
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
々
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

潟
上
市
天
王
に
あ
る
東
湖
八
坂
神
社
は
、
祭
神
を

素す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
と
す
る
神
社
で
す
。
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト

は
古
事
記
に
て
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
を
し
た
神
と

し
て
知
ら
れ
、
当
社
で
は
牛
乗
り
や
蜘
蛛
舞
な
ど
、

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
に
ま
つ
わ
る
祭
礼
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
真
澄
も
一
連
の
祭
礼
に
つ
い
て
、
日
記

に
記
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
八
郎
潟
町
三
倉
鼻
の
夫お
と
ど
の殿
権
現
と
三
種
町
芦

崎
の
姥う
ば
ご
ぜ
ん

御
前
神
社
も
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
と
関
係
が
あ

り
ま
す
。
夫
殿
権
現
に
は
男
神
・
足あ
し
な
づ
ち

名
槌
、
姥
御
前

神
社
に
は
女
神
・
手て
な
づ
ち

名
槌
が
そ
れ
ぞ
れ
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
二
柱
の
神
は
夫
婦
で
、
古
事
記
で
は
こ

の
夫
婦
神
の
娘
の
奇く
し
な
だ
ひ
め

稲
田
姫
が
、
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ

の
犠
牲
に
な
る
と
こ
ろ
を
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に

よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

真
澄
は
八
郎
太
郎
の
伝
説
を
知
り
な
が
ら
も
、
周

辺
の
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
々
や
執
り
行
わ
れ
て

い
る
祭
礼
と
の
関
連
か
ら
、
こ
の
湖
に
住
む
龍
神
を

ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
中
央
の
神
々

の
話
が
、
遠
く
離
れ
た
秋
田
の
地
ま
で
伝
わ
り
、
人
々

の
生
活
に
と
け
込
み
、
神
社
が
設
け
ら
れ
、
神
事
が

行
わ
れ
て
い
る
。
真
澄
は
そ
の
事
実
に
驚
き
、
感
じ

入
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
土
地
の
者
が
呼
ぶ

八
郎
潟
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
八
龍
湖
」
の
名
称
を

用
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日本海とつながる八郎潟
　　　　『男鹿の秋風』　館蔵写本
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汽
水
湖
で
あ
っ
た
八
郎
潟
で
は
日
本
海
か
ら
入
っ

て
く
る
海
水
魚
と
、
潟
に
生
息
す
る
淡
水
魚
の
両
方

が
よ
く
捕
れ
、「
魚
の
宝
庫
」
と
し
て
古
く
か
ら
漁
業

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
真
澄
も
様
々
な
漁

に
つ
い
て
記
録
し
て
い
ま
す
。

◆
張は
っ
き
り切

網
漁
（
男
鹿
市
・
船
越
水
道
）

　

日
記
『
男
鹿
の
寒
風
』
に
、
三
枚
続
き
で
描
か
れ

た
図
絵
が
あ
り
ま
す
。
一
番
初
め
の
図
絵
に
「
其
一
、

船
越
八
龍
の
浦
、
鯔
魚
張
切
り
網
の
図
」
と
い
う
説

明
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
鯔
魚
と
は
ボ
ラ
の
こ
と
で

す
。『
旺
文
社
古
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
ボ
ラ
は
【
な

よ
し
】
と
も
言
い
、【
名
吉
】
と
書
く
。
出
世
魚
で
あ

る
ボ
ラ
は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
名
が
変
わ
り
、
め
で

た
い
と
し
て
【
な
よ
し
】
と
い
う
」
と
あ
り
ま
す
。

三
枚
の
図
絵
は
、
驚
く
と
跳
び
は
ね
る
ボ
ラ
の
習
性

を
利
用
し
た
張
切
網
漁
と
い
う
定
置
網
漁
の
様
子
を

を
描
い
た
も
の
で
す
。

◆
氷
下
引
き
網
（
曳
網
）
漁
（
八
郎
潟
周
辺
）

　

真
澄
は
冬
季
の
結
氷
し
た
八
郎
潟
で
行
わ
れ
た
氷

下
引
き
網
漁
に
つ
い
て
、
日
記
『
氷
魚
の
村む
ら
ぎ
み君

』
に
、

図
絵
と
と
も
に
記
録
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
厚
く

張
っ
た
湖
面
の
氷
に
「
手テ
ヂ
カ
ラ力
」
と
い
う
道
具
で
大
小

い
く
つ
も
の
穴
を
あ
け
、
そ
の
穴
か
ら
網
を
通
し
て

複
数
名
で
引
き
上
げ
る
漁
法
で
す
。

　

真
澄
の
説
明
に
は
「
網
曳
は
大
体
七
人
で
作
業
し
、

集
落
に
よ
っ
て
は
八
人
の
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
中

の
一
人
を
村
君
と
い
い
、
い
わ
ゆ
る
漁
師
の
長
の
意

で
、
古
く
か
ら
の
習
い
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
。
氷

下
引
き
網
漁
で
は
ワ
カ
サ
ギ
や
フ
ナ
、
ボ
ラ
な
ど
が

捕
れ
ま
し
た
。
漁
の
様
子
が
分
か
る
図
絵
に
は
、
網

を
効
率
よ
く
引
け
る
よ
う
、
腰
に
「
曳ヒ
コ
イ
タ

子
板
」
と
呼

ば
れ
る
板
を
当
て
て
網
引
き
し
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
作
業
に
当
た
る
人
々
は
、
毛
笠
、
毛

帽
子
と
い
っ
た
葦
や
海
藻
な
ど
で
編
ま
れ
た
防
寒
具

を
身
に
着
け
て
は
い
ま
し
た
が
、
寒
風
山
か
ら
の
寒

風
お
ろ
し
が
吹
き
つ
け
る
氷
上
で
の
作
業
は
、
大
変

な
重
労
働
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
た
人
の
冥
福
を
祈
る
目
的
や
、
自
身
の

死
後
の
安
寧
を
願
う
目
的
で
作
ら
れ
た
「
板
碑
」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
八
郎
潟
周
辺
に
は
板
碑
が

多
く
見
ら
れ
、
真
澄
も
記
録
し
て
い
ま
す
。

◆
実
相
院
の
板
碑
（
井
川
町
・
今
戸
）

日
記
『
ひ
な
の
遊
び
』
本
文
よ
り
意
訳

　
「
今
戸
の
村
に
着
い
た
。
熊
野
山
密
厳
寺
実
相
院
と

い
う
寺
の
後
方
か
ら
、
前
の
小
橋
の
た
も
と
ま
で
、

八
つ
の
石
の
卒
塔
婆
が
立
っ
て
い
た
。
み
な
康
永
・

暦
応
の
紀
年
銘
を
記
し
、
梵
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
」

　

紀
年
銘
は
南
北
朝
時
代
（
一
三
三
六
～
一
三
九
二
）

の
も
の
で
、
特
に
暦
応
・
康
永
は
北
朝
の
年
号
で
す
。

真
澄
自
身
も
こ
れ
ら
の
板
碑
が
そ
の
時
代
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
ま
し
た
。 

　

現
在
も
実
相
院
は
当
地
に
あ
り
、
井
川
町
文
化
財

と
し
て
、
板
碑
も
現
存
し
て
い
ま
す
。
真
澄
の
図
絵

に
は
四
つ
の
板
碑
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、

一
番
右
端
、
康
永
三
年
と
彫
ら
れ
た
碑
は
、
現
在
の

実
相
院
入
り
口
近
く
、
正
面
向
か
っ
て
右
側
に
置
か

れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
紀
年
銘
が
同
じ

で
、
形
も
図
絵
と
よ
く
似
て
い
ま
す

◆
石
仏
庵
の
板
碑
（
八
郎
潟
町
・
小
池
）

日
記
『
ひ
な
の
遊
び
』
図
絵
説
明
文
よ
り
意
訳

　
「
大
川
の
北
東
に
小
池
村
が
あ
り
、
そ
の
近
く
に
石

碑
が
多
く
あ
る
。
開
仏
庵
と
言
っ
て
い
た
が
、
そ
う

遠
く
な
い
昔
に
、
田
ん
ぼ
で
作
業
を
し
て
い
る
と
百

余
り
の
石
碑
が
出
て
き
た
。
延
元
、
暦
応
、
康
永
な

ど
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
今
は
石
仏
庵
の

名
で
呼
ば
れ
る
」

　

八
郎
潟
町
小
池
に
あ
る
板
碑
群
を
真
澄
は
図
絵
に

記
録
し
て
い
ま
す
。
真
澄
が
記
録
し
た
板
碑
は
、
現

在
、
五
十
六
基
が
そ
の
存
在
を
確
認
で
き
ま
す
。
当

地
で
は
平
成
三
十
年
に
屋
根
の
あ
る
保
護
施
設
を
設

け
、
板
碑
は
そ
の
中
に
置
か
れ
、
風
雨
に
よ
る
摩
滅

や
劣
化
か
ら
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

真
澄
、
人
々
の
生
業
を
知
る

2

真
澄
、
板
碑
を
見
る

3

実相院の板碑実物（康永三年銘）
令和２年撮影

小池の板碑群
　『ひなの遊び』館蔵写本

実相院の板碑四基
『ひなの遊び』館蔵写本

網を引く様
　『氷魚の村君』館蔵写本

ボラ漁網模型
　　　　八郎潟町蔵

船
越
水
道
の
ボ
ラ
漁
　
其
二

　『
男
鹿
の
寒
風
』
館
蔵
写
本



　

各
地
を
歩
き
、
人
々
の
生
活
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し

た
真
澄
の
記
録
の
中
に
は
、
酒
に
ま
つ
わ
る
も
の
が

い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
酒
は
人
類
の
歴
史
上
、

古
く
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
、
時
に
自
然
を
司
る
神
々

へ
の
捧
げ
物
と
し
て
、
時
に
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
の
媒
体
と
し
て
、
そ
の
価
値
を

見
い
出
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
当
然
、
人
と
酒
の
関
係

は
深
く
、
生
活
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、

酒
は
い
つ
も
人
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
り
ま
し
た
。

　

本
展
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
お
け
る
人
々
と
酒

の
関
わ
り
方
や
、
土
地
土
地
に
残
さ
れ
た
酒
に
ま
つ

わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
、
真
澄
の
視
点
を
通
し
て

紹
介
し
ま
し
た
。
真
澄
が
記
録
し
た
酒
に
ま
つ
わ
る

様
々
な
「
物
語
」
を
楽
し
ん
で
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

４

　

◆
秋
田
の
地
に
残
る
古
い
に
し
えざ

ま
の
神
事

　　

真
澄
は
、
日
記
『
み
か
べ
の
よ
ろ
い
』
に
、
北
秋

田
市
森
吉
様
田
で
見
た
「
穎
か
い
ほ
か
い

祭
」
の
様
子
を
書
い
て

い
ま
す
。
人
々
は
早わ

せ稲
の
収
穫
祝
い
と
し
て
、
酒
と

一
緒
に
稲
穂
の
先
（
穎か
い

）
を
、
五
穀
豊
穣
を
司
る
年と
し

の
神か
み

に
供
え
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
日
記
『
男
鹿
の
寒
風
』
に
は
、
男
鹿
市

男お
が
な
か

鹿
中
滝
川
で
見
た
「
穂ほ
ざ
け酒

」
に
つ
い
て
、
図
絵
と

と
も
に
記
録
し
て
い
ま
す
。「
穎
祭
」
に
よ
く
似
た
神

事
で
、新
米
を
刈
り
取
っ
た
日
に
、酒
を
片
口
に
入
れ
、

そ
の
中
に
稲
穂
一
房
を
浸
し
て
神
に
供
え
ま
し
た
。

　

真
澄
は
、
こ
れ
ら
の
神
事
を
「
古
く
か
ら
の
習
わ

し
で
あ
る
」
と
し
ま
し
た
。
そ
の
根
拠
は
『
男
鹿
の

寒
風
』
の
「
穂
酒
」
図
絵
説
明
文
中
に
、
真
澄
が
引

用
し
た
文
章
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
平
安
時
代
の
法

令
集
『
延え
ん
ぎ
し
き

喜
式
』
第
八
巻
の
「
祈き
ね
ん
さ
い

年
祭
祝の
り
と詞
」
の
一

部
で
す
。
内
容
を
意
訳
す
る
と
「
稲
の
神
様
の
お
か

げ
で
豊
作
に
な
れ
ば
、
初
め
て
取
れ
た
稲
穂
を
供
え
、

酒
に
も
醸
し
て
捧
げ
ま
す
」
と
な
り
ま
す
。

　

秋
田
の
地
に
は
、
平
安
時
代
の
祝
詞
そ
の
ま
ま
に
、

収
穫
祝
い
と
し
て
、
酒
と
稲
穂
を
神
に
供
え
る
古
い
に
し
えざ

ま
の
神
事
が
残
さ
れ
て
い
る
、
と
真
澄
は
言
い
た
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

　

◆
地
元
の
人
に
愛
さ
れ
た
祝
い
歌

　　

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）、
か
つ
て
は
仙
台
藩
領
で

あ
っ
た
、
現
在
の
岩
手
県
奥
州
市
胆い
さ
わ沢

の
村
上
家
で

真
澄
は
正
月
を
迎
え
ま
し
た
。
集
ま
っ
た
人
々
は
、

大
い
に
飲
ん
で
歌
っ
て
、
新
年
を
迎
え
た
喜
び
を
表

し
て
い
ま
し
た
。

日
記
『
か
す
む
駒
形
』
本
文
よ
り
意
訳

　

向
こ
う
の
部
屋
で
は
人
々
が
大
勢
居
並
ん
で
、

濁
り
酒
を
酌
み
交
わ
し
「
秋
に
は
豊
作
に
な
る
だ

ろ
う
」
な
ど
と
語
り
合
い
、「
大
い
に
飲
も
う
」

と
勧
め
て
い
る
。
す
る
と
、「
も
う
お
許
し
を
」、

「
い
い
や
、
お
飲
み
な
さ
い
。
何
か
し
ら
楽
し
い

こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
一
杯
の
濁
り
酒

に
勝
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
」
と
、
微
笑
み
喜
び
、

「
飲
め
や
大
黒
、
歌
え
や
ゑ
び
す
、
出
で
て
酌
と

れ
稲を

が
の
か
み

倉
魂
」
な
ど
と
く
り
返
し
歌
っ
た
。

　

一
同
が
歌
っ
て
い
た
歌
を
、
真
澄
は
『
ひ
な
の
一

ふ
し
』（
諸
国
の
民
謡
を
集
め
た
も
の
）
で
も
詳
し
く

書
い
て
い
ま
す
。
胆
沢
周
辺
の
祝
言
歌
で
あ
る
と
し

て
、

　
「
さ
ん
さ
時
雨
と
萱
野
の
雨
は　

　

音
も
せ
で
来
て
降
り
か
か
る　

　

飲
め
や
大
黒　

う
た
え
や
ゑ
び
す 

　

出
で
て
酌
と
れ  

稲を
が
の
か
み

倉
魂
」

と
紹
介
し
て
い
ま
す
。
真
澄
が
記
録
し
た
こ
の
歌
詞

に
は
、
現
在
も
歌
わ
れ
て
い
る
宮
城
県
民
謡
「
さ
ん

さ
時
雨
」
の
歌
詞
と
共
通
す
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

当
地
で
は
祝
い
ご
と
の
歌
と
し
て
、
酒
と
と
も
に
人
々

に
長
い
間
親
し
ま
れ
て
き
た
歌
な
の
で
し
ょ
う
。

　

七
福
神
の
大
黒
、
恵
比
寿
と
と
も
に
歌
詞
に
出
て

く
る
「
稲を
が
の
か
み

倉
魂
」
と
は
、
穀
物
の
神
で
あ
る
「
宇う

が迦

之の
み
た
ま
の
か
み

御
魂
神
」
を
さ
し
ま
す
が
、
こ
の
神
は
七
福
神
の

弁
天
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◆
酒
を
供
え
る

◆
酒
を
楽
し
む

　

◆
真
澄
が
名
付
け
た
酒

　　

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
地
誌
作
成
調
査
の
た

め
、
真
澄
は
湯
沢
市
皆
瀬
川か
わ

向む
か
いに

赴
き
、
肝
煎
、
佐

藤
太
治
兵
衛
家
の
世
話
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
縁
か
ら
、

佐
藤
家
で
醸
造
し
た
酒
の
名
を
付
け
る
よ
う
に
頼
ま

れ
た
真
澄
は
、
土
地
の
清
麗
さ
や
酒
を
飲
ん
だ
人
々

の
長
寿
を
祈
念
し
て
「
御
代
ノ
松
」
と
「
千
世
ノ
春
」

と
い
う
二
つ
の
名
を
酒
に
付
け
る
こ
と
を
書
に
認
し
た
ため

て
、
佐
藤
家
当
主
に
送
り
ま
し
た
。「
酒
銘
」
と
題
さ

れ
た
真
澄
自
筆
の
書
が
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。

◆
酒
の
名
は

穂酒実物再現資料　館蔵

穂
酒
の
図

　『
男
鹿
の
寒
風
』
館
蔵
写
本
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◆
酒
の
看
板
の
話

　

前
項
「
酒
の
名
は
」
で
取
り
上
げ
た
佐
藤
家
の
よ

う
に
、
各
地
で
酒
を
商
う
人
々
も
い
ま
し
た
。

　

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）、
真
澄
は
北
海
道
で
の
酒

の
売
買
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
ま
す
。

日
記
『
え
み
し
の
さ
え
き
』
本
文
よ
り
意
訳

　

戸
外
の
障
子
に
「
七
里
酒
」
と
書
い
て
い
る
が
、

ど
ん
な
酒
を
売
っ
て
い
る
の
か
、
と
店
の
主
人
に

尋
ね
る
と
、「
こ
の
島
に
は
稲
田
が
な
く
、
米
は

他
国
か
ら
運
ぶ
た
め
、
非
常
に
乏
し
い
。
こ
の
島

で
は
濁
り
酒
を
造
る
こ
と
を
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、濁
り
酒
を
売
る
と
き
は
「
七
里
酒
」

と
書
く
。「
七
里
」
と
書
い
て
「
二
里
五
里
」
＝

「
濁
り
」
で
あ
る
意
を
、
買
う
人
に
読
み
解
か
せ

る
。
あ
る
い
は
酒
の
字
に
濁
点
を
打
ち
、「
濁
り
」

の
意
を
知
ら
せ
る
」
と
、
笑
っ
て
語
っ
た
。

　

禁
じ
ら
れ
た
濁
り
酒
を
求
め
る
市
井
の
人
々
に
応

え
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
の
が
、「
謎
解
き
看
板
」
で

あ
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。
店
の
主
人
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
思
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
酒
を
巡
る

話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

◆
真
澄
が
見
た
酔
っ
払
い
の
姿

　

酒
は
楽
し
い
も
の
で
す
が
、
度
が
過
ぎ
る
と
、
時

に
は
粗
相
を
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
真
澄

の
記
録
に
も
そ
う
し
た
「
酒
に
飲
ま
れ
て
」
し
ま
っ

た
人
々
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
四
月
、
湯
沢
の
山
田
家

に
滞
在
し
て
い
た
真
澄
は
、
主
の
山
田
氏
と
共
に
花

見
に
出
か
け
、
途
中
、
主
の
知
り
合
い
の
酒
宴
に
同

席
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
初
は
一
同
楽
し
げ
に

飲
ん
で
い
ま
し
た
が
、
次
第
に
深
酔
い
し
た
人
々
が

座
を
乱
し
、
真
澄
も
す
っ
か
り
興
醒
め
し
て
し
ま
っ

た
と
記
し
て
い
ま
す
。

日
記
『
小
野
の
ふ
る
さ
と
』
本
文
よ
り
意
訳

　

酒
席
に
い
る
人
た
ち
の
顔
は
、
青
葉
さ
す
夏
山

が
紅
葉
し
た
か
の
よ
う
に
、
夕
日
に
照
り
映
え
て

赤
く
染
ま
っ
て
い
る
。
高
齢
の
老
女
が
、
腰
を
伸

ば
し
、雪
を
か
ざ
し
た
頭
（
白
髪
）
を
振
り
乱
し
、

震
え
る
声
で
せ
き
ば
ら
い
を
し
な
が
ら
、
手
を
叩

い
て
踊
っ
た
。
そ
の
姿
を
見
た
老
女
の
縁
者
で
あ

ろ
う
か
、
胸
が
痛
む
か
の
よ
う
に
外
に
出
て
行
っ

た
。
ま
た
、
扇
を
開
い
て
片
方
の
肩
を
出
し
て
い

た
男
が
い
た
が
、
そ
の
男
が
酔
っ
て
吐
い
た
。
も

は
や
風
情
は
失
わ
れ
た
。

　

ま
た
日
記
『
岩
手
の
山
』
に
は
、
現
在
の
青
森
県

上
北
郡
野の

へ

じ
辺
地
町
周
辺
で
、
温
泉
帰
り
の
た
い
そ
う

酔
っ
た
女
性
た
ち
に
出
会
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
ま

す
。
酔
っ
払
い
の
特
性
と
で
も
い
い
ま
し
ょ
う
か
、

女
性
た
ち
は
、「
若
い
時
分
は
、
急
斜
面
も
平
地
と
同

じ
よ
う
に
歩
い
た
が
、
今
は
平
地
も
急
斜
面
の
よ
う

に
感
じ
る
」、
な
ど
と
、
即
興
の
歌
を
歌
っ
て
、
笑
い

こ
け
て
い
ま
す
。
そ
の
様
子
は
、
道
で
擦
れ
違
っ
た

だ
け
の
真
澄
の
目
に
は
、
少
々
は
た
迷
惑
に
映
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
酒
銘
」
よ
り
意
訳

　

酒
銘　
　

御
代
ノ
松　
　

　
　
　
　
　

千
世
ノ
春

　

出
羽
国
の
雄
勝
郡
川
向
荘
菅す
ご
う生

村
の
佐
藤
家
に

お
い
て
、
文
化
四
年
秋
に
初
め
て
、
皆
瀬
川
の
水

を
用
い
て
造
っ
た
酒
は
、
世
間
の
評
判
が
よ
く
、

日
本
書
紀
に
記
さ
れ
た
「
旨う
ま
ざ
け酒

の
餌え

が香
の
市
」
に

は
売
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
多
く
の
人
が

こ
の
酒
を
飲
み
た
い
と
集
ま
っ
て
く
る
。
本
当
に

皆
瀬
川
の
水
は
清
く
、
菅
生
村
は
清
々
し
い
と
こ

ろ
に
あ
る
。
皆
瀬
川
の
上
流
に
は
、
緑
豊
か
に
生

い
茂
る
山
が
あ
り
、
そ
の
山
の
松
か
ら
零
れ
落
ち

た
雫
で
酒
を
醸
し
、
そ
の
酒
に
酔
い
し
れ
た
人
々

は
千
年
の
年
月
を
生
き
永
ら
え
る
心
地
が
す
る
だ

ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
こ
の
酒
を

　
　
　

御
代
ノ
松　
　

千
代
（
マ
マ
）ノ

春　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
名
付
け
る

　

県
南
部
で
収
集
さ
れ
た
酒
樽
に
「
御
代
ノ
松
」
の

焼
印
が
押
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
真
澄
が
名
付

け
た
酒
が
実
際
に
世
に
出
回
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
貴
重
な
資
料
で
す
。

◆
酒
に
飲
ま
れ
る

◆
酒
を
商
う

『酒銘』　館蔵

『酒樽』　個人蔵（横手市）

濁
り
酒
の
看
板

　『
え
み
し
の
さ
え
き
』
館
蔵
写
本
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当
館
で
は
、
菅
江
真
澄
研
究
に
大
き
な
足
跡
を
残

し
た
内
田
武
志
（
１
９
０
９
～
８
０
）
の
資
料
を
、「
内

田
文
庫
」
と
し
て
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
内
田
文
庫
は
、

平
成
８
年
（
１
９
９
６
）
の
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー

開
設
を
機
に
武
志
の
妹
・
内
田
ハ
チ
（
１
９
１
３
～

９
８
）
か
ら
前
年
に
寄
贈
さ
れ
た
資
料
（
第
１
期
）
と
、

そ
の
後
、
武
志
・
ハ
チ
の
関
係
者
か
ら
断
続
的
に
寄

贈
さ
れ
た
資
料
（
第
２
期
、第
３
期
）
か
ら
な
り
ま
す
。

  

本
展
示
で
紹
介
す
る
資
料
は
、
ハ
チ
が
逝
去
す
る
ま

で
ま
と
め
て
い
た
資
料
（
第
３
期
）
で
、
16
個
の
ケ
ー

ス
フ
ァ
イ
ル（
整
理
後
20
フ
ァ
イ
ル
）か
ら
な
り
ま
す
。

平
成
31
年（
２
０
１
９
）２
月
の
寄
贈
で
、「
内
田
文
庫
」

と
し
て
は
最
後
の
受
け
入
れ
と
な
る
資
料
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

展
示
で
は
、
武
志
の
研
究
生
活
（
民
俗
学
研
究
と

菅
江
真
澄
研
究
）
を
５
期
に
分
け
た
上
で
、
武
志
の

年
譜
を
概
観
し
な
が
ら
、
当
館
に
と
っ
て
新
収
蔵
と

な
る
資
料
を
中
心
に
紹
介
し
ま
し
た
。

１
．
静
岡
・
東
京
時
代
─
武
志
の
民
俗
学

　
　

研
究
─
（
昭
和
５
年
～
昭
和
17
年
）

　

内
田
武
志
は
鹿
角
で
生
ま
れ
て
幼
少
期
を
送
り
ま

し
た
が
、
兄
の
寛
、
そ
れ
に
武
志
の
病
気
療
養
の
た

め
に
、
一
家
は
鎌
倉
市
（
神
奈
川
県
）、
さ
ら
に
は
静

岡
市
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
武
志
は
静
岡
で
詩
人
の

蒲
原
有
明
の
知
遇
を
得
、
彼
か
ら
柳
田
国
男
を
紹
介

さ
れ
て
民
俗
学
に
傾
倒
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
生

ま
れ
故
郷
の
鹿
角
や
静
岡
県
下
の
民
俗
事
象
に
つ
い

て
、
い
く
つ
も
の
民
俗
学
雑
誌
に
論
考
や
報
告
を
投

稿
し
、
方
言
集
の
本
も
上
梓
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
武
志
の
調
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
初
め
の
う
ち

は
実
地
調
査
も
可
能
で
し
た
が
、
血
友
病
が
次
第
に

悪
化
し
た
こ
と
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
方
式
で
の
調
査
に

変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
後
、
武
志
は
、
渋
沢
敬

三
が
主
宰
す
る
ア
チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
に
関
わ

り
を
持
ち
、
一
家
で
東
京
に
移
っ
て
民
俗
学
研
究
を

続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

２
．
秋
田
で
の
真
澄
研
究

　
　
　
　
　
（
昭
和
20
年
～
昭
和
29
年
）

　

昭
和
20
年
５
月
、
内
田
武
志
の
一
家
は
空
襲
の
激

化
か
ら
秋
田
に
疎
開
し
ま
し
た
。
渋
沢
敬
三
や
柳
田

国
男
か
ら
の
影
響
で
真
澄
研
究
を
志
し
て
い
た
武
志

は
、そ
の
後
、半
年
間
疎
開
し
た
鹿
角
で
毛
馬
内
町
長
・

伊
藤
良
三
か
ら
秋
田
叢
書
と
同
別
集
の
貸
与
を
受
け
、

真
澄
研
究
に
勤
し
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
や
が
て

秋
田
市
に
移
り
住
む
と
、
鹿
角
で
の
研
究
成
果
を
謄

写
版
の
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
総
索
引
歳
時
編
』
と
し

て
発
行
し
、
同
時
に
「
菅
江
真
澄
研
究
会
」
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、『
秋
田
の
山
水
』『
菅
江
真

澄
の
日
記
』『
松
前
と
菅
江
真
澄
』
を
発
行
し
ま
す
。

そ
の
後
、
未
刊
で
あ
っ
た
真
澄
の
著
作
を
世
に
送
り

出
す
た
め
に
、
妹
ハ
チ
ら
の
献
身
的
な
協
力
を
得
て
、

『
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
一
』『
同
二
』
を
相
次
い
で

刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

展
示
及
び
解
説
資
料
（
12
頁
、館
内
印
刷
）
で
は
、

第
１
期
に
寄
贈
さ
れ
た
「
内
田
武
自
身
に
よ
る
年

譜
」（
武
は
内
田
武
志
の
本
名
）
に
基
づ
い
て
作

成
し
直
し
た
年
譜
（
著
作
年
譜
を
兼
ね
る
）
を
掲

示
し
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
資
料
を
紹
介
し
ま
し
た
。

本
紙
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
年
譜
を
紹
介
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
平
成
31
年
（
２
０
１
９
）

３
月
発
行
の
『
真
澄
研
究
』
第
23
号
「
内
田
武
自

身
に
よ
る
年
譜
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。
当

館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

秋田文化史研究会発行
　　　　　　「秋田文化」

昭 和 23 年 ２ 月、 内 田 武
志は、奈良環之助をはじ
めとする郷土史家らと秋
田文化史研究会を組織し
て「秋田文化」が発行さ
れた。第４号までは謄写
版、 翌 年 11 月 の 第 ５ 号
は活字版で発行。いずれ
も発行責任者は内田武志
である。第５号以降の発
行については不明である
ため、活動が終わったも
のと考えられる。

静岡県立女子師範学校生徒による習俗調査の回答用紙
病気のために実地調査が困難になった内田武志は、その後、
調査票等による習俗調査に切り替えた。本資料は、静岡県女
子師範学校の生徒による回答用紙である。同校生徒が県全域
の出身であるため、習俗調査には好都合であった。

蒲原有明自筆原稿
内田武志著『静岡県方言集』（昭和９
年２月発行）の序文で、蒲原有明の自
筆原稿。訪ねてきた内田武志に郷土研
究（民俗学）を勧めたこと、この方言
集が武志の実地調査に基づくことなど
が書かれている。



７

ロマン・ロラン夫妻の写真（メッセージ付）
内田武志の勧めでロマン・ロラン著『ジャン・クリス
トフ』の点字訳に取り組んだ須藤春代は、夫人に手紙
を書いた。夫人からは記念に、メッセージが書かれた
夫妻の写真と居間に飾ってあったコップが贈られた。
写真とコップは、春代の子息・豊口裕氏から当館に寄
贈された。

プ
ロ
ロ
ー
グ

「
内
田
武
自
身
に
よ
る
年
譜
」、『
真
澄
研
究
』
第
23
号

１
．
静
岡
・
東
京
時
代
─
武
志
の
民
俗
学
研
究
─

蒲
原
有
明
宛
石
川
啄
木
書
簡
（
青
写
真
、
青
写
真
を

写
し
た
写
真
）、
蒲
原
有
明
書
簡
３
通
、
蒲
原
有
明
自

筆
原
稿
、『
旅
と
伝
説
』
の
切
り
抜
き
５
編
（
昭
和
８

年
内
田
武
志
論
考
掲
載
分
）、『
旅
と
伝
説
』
５
冊
（
内

田
武
志
論
考
掲
載
）、内
田
武
志
著
『
静
岡
県
方
言
集
』、

内
田
武
志
著
『
鹿
角
方
言
集
』、
内
田
武
志
実
地
調
査

時
の
写
真
、
習
俗
調
査
票
「
星
・
月
に
関
す
る
俗
信
・

昔
話
の
調
査
」、
習
俗
調
査
の
回
答
用
紙
「
静
岡
県
お

犬
様
習
俗
・
地
の
神
様
調
査
」（
静
岡
県
女
子
師
範
学

校
生
徒
に
よ
る
）、『
静
岡
県
方
言
誌　

分
布
調
査
第

一
輯
動
植
物
篇
』『
同　

分
布
調
査
第
二
輯
童
幼
語
篇
』

『
同　

分
布
調
査
第
三
輯
民
具
篇
』

【
写
真
パ
ネ
ル
】
ア
チ
ッ
ク
同
人
写
真
、
ア
チ
ッ
ク
マ

ン
ス
リ
ー
第
６
号
（
昭
和
10
年
12
月
30
日
）、
ア
チ
ッ

ク
マ
ン
ス
リ
ー
第
14
号
（
昭
和
11
年
８
月
30
日
）、
ア

チ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
『
民
具
蒐
集
調
査
要
目
』

口
絵
写
真

２
．
秋
田
で
の
真
澄
研
究

『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
総
索
引
歳
時
編
』
第
１
号
、『
同
』

第
１
５
６
号
、
菅
江
真
澄
研
究
会
設
立
趣
意
書
３
種
、

昭
和
21
年
５
月
30
日
付
柳
田
国
男
ハ
ガ
キ
、
秋
田
文

化
史
研
究
会
「
秋
田
文
化
」
第
１
号
～
第
５
号
、《
か

た
ゐ
袋
》
の
書
写
原
稿
、《
か
た
ゐ
袋
》
に
関
す
る
内

田
武
志
の
自
筆
原
稿
、『
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
一
』

『
同
二
』、
昭
和
22
年
墓
前
祭
寄
せ
書
き

３
．
盲
教
育
へ
の
関
わ
り

『
み
ち
び
き
』
第
１
号
～
第
４
・
５
合
併
号
、
須
藤
春

代
詩
集
『
め
ぐ
み
』（
謄
写
版
）、『
め
ぐ
み
』（
活
字

版
）、
須
藤
春
代
詩
文
集
『
春
の
だ
い
ち
』、
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
夫
人
か
ら
贈
ら
れ
た
夫
妻
の
写
真
（
メ
ッ
セ
ー

ジ
付
）
と
コ
ッ
プ
、「
人
間
の
記
録
双
書
」
の
執
筆
プ

ロ
ッ
ト
（
構
成
表
）、「
人
間
の
記
録
双
書
」
原
稿
（
未

定
稿
）、『
婉
と
い
う
女
』（
新
潮
文
庫
版
29
刷
）、『
婉

と
い
う
女
』
紹
介
の
新
聞
記
事
（
掲
載
紙
不
明
）

【
写
真
パ
ネ
ル
】
県
立
盲
学
校
へ
の
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ

ス
ト
フ
』
点
訳
本
の
贈
呈
式
な
ど

４
．
真
澄
研
究
の
再
開
と
現
代
語
訳
の
出
版

昭
和
39
年
７
月
９
日
付
磯
貝
勇
書
簡
、
昭
和
41
年
２

月
３
日
付
宮
本
常
一
書
簡
、
昭
和
57
年
２
月
18
日
付

東
洋
文
庫
担
当
編
集
者
か
ら
の
内
田
ハ
チ
宛
書
簡
、

《
雪
の
も
ろ
滝
》
に
関
す
る
内
田
武
志
の
自
筆
原
稿
、

長
沢
詠
子
製
作
の
「
枝
下
紀
行
」
ア
ル
バ
ム
（
昭
和

42
年
４
月
）

５
．
全
集
の
出
版
と
武
志
の
死

昭
和
43
年
７
月
13
日
付
大
藤
時
彦
書
簡
、
昭
和
43
年

11
月
17
日
付
宮
本
常
一
書
簡
、
武
志
に
よ
る
全
集
当

初
案
（
編
集
委
員
と
全
集
構
成
）、
全
集
に
向
け
た
自

筆
本
の
撮
影
風
景
（
写
真
３
葉
）、
全
集
の
内
容
見
本

３
種
、
全
集
の
原
稿
底
本
と
な
っ
た
『
秋
田
叢
書
』

※
宛
先
を
明
示
し
て
い
な
い
書
簡
類
は
、
内
田
武
志　

に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

３
．
盲
教
育
へ
の
関
わ
り

　
　
　
　
　
（
昭
和
27
年
～
昭
和
36
年
）

　

昭
和
27
年
７
月
半
ば
、
盲
学
校
中
等
部
の
須
藤
春

代
が
内
田
武
志
を
訪
ね
て
き
た
こ
と
か
ら
、
春
代
と

武
志
・
ハ
チ
と
の
交
流
が
始
ま
り
ま
す
。
武
志
は
、

春
代
に
心
の
内
を
詩
に
表
現
す
る
こ
と
を
勧
め
、
そ

の
詩
は
『
春
の
だ
い
ち
』（
岩
崎
書
店
）
と
し
て
出
版

さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
盲
教
育
が
世
間
の
価
値
観
の

押
し
つ
け
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を

持
っ
た
武
志
と
ハ
チ
は
、
武
志
自
ら
が
病
臥
の
ま
ま

で
生
活
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
社
会
的
弱
者
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
盲
教
育
の
改
善
を
訴
え
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。『
み
ち
び
き
』（
第
16
号
ま
で
）
の
発
行

を
通
じ
て
、
県
内
だ
け
で
は
な
く
、
県
外
の
盲
教
育

関
係
者
や
文
化
人
に
も
そ
の
輪
を
広
げ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
取
り
組
ん
だ
平
凡
社
「
人

間
の
記
録
双
書
」
の
原
稿
執
筆
は
、
結
局
は
未
刊
に

終
わ
り
ま
し
た
が
、
武
志
が
自
身
を
見
つ
め
る
い
い

機
会
と
な
り
ま
し
た
。

４
．
真
澄
研
究
再
開
と
現
代
語
訳
の
出
版

　
　
　
　
　
（
昭
和
36
年
～
昭
和
46
年
）

　

昭
和
36
年
８
月
に
は
武
志
が
師
事
し
た
柳
田
国
男

が
亡
く
な
り
、
昭
和
38
年
10
月
に
は
内
田
武
志
や
ハ

チ
の
心
の
支
え
と
な
っ
て
い
た
渋
沢
敬
三
が
亡
く
な

り
ま
し
た
。
期
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
、
平
凡
社
東

洋
文
庫
の
一
冊
と
し
て
、
武
志
の
編
纂
に
よ
る
「
菅

江
真
澄
遊
覧
記
」
を
出
版
す
る
話
が
舞
い
込
み
ま
す
。

同
年
12
月
の
『
出
羽
路
』
第
21
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
菅

江
真
澄
と
四
つ
の
地
誌
─
そ
の
書
誌
学
的
研
究
─
」

を
手
始
め
に
、
武
志
は
本
格
的
に
真
澄
研
究
を
再
開

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
昭
和
40
年
～
昭
和
43
年

に
出
版
さ
れ
た
平
凡
社
東
洋
文
庫
『
菅
江
真
澄
遊
覧

記
』
全
５
巻
は
、
現
代
語
訳
と
し
て
画
期
的
な
出
版

と
な
り
、
多
く
の
人
々
に
菅
江
真
澄
の
著
作
に
親
し

む
機
会
を
与
え
ま
し
た
。

５
．
全
集
の
出
版
と
武
志
の
死

　
　
　
　
　
（
昭
和
43
年
～
昭
和
55
年
）

　

現
代
語
訳
の
発
刊
が
終
わ
っ
た
昭
和
43
年
、
菅
江

真
澄
全
集
編
纂
の
話
が
大
藤
時
彦
（
成
城
大
学
）
と

宮
本
常
一
か
ら
ほ
ぼ
同
時
期
に
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
、

全
集
は
宮
本
が
推
薦
す
る
未
来
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
全
集
編
纂
の
準
備
の
中
で
、

内
田
武
志
は
自
宅
内
に
菅
江
真
澄
研
究
所
を
立
ち
上

げ
、「
菅
江
真
澄
研
究
所
報
告
」（
４
号
ま
で
）
を
発

行
し
ま
す
。
武
志
が
入
門
書
と
位
置
づ
け
た
『
菅
江

真
澄
の
旅
と
日
記
』（
未
来
社
）
の
刊
行
後
、『
菅
江

真
澄
全
集
』
は
昭
和
46
年
か
ら
刊
行
が
始
ま
り
ま
し

た
。
遺
墨
資
料
や
未
刊
資
料
を
調
査
し
な
が
ら
の
刊

行
で
あ
っ
た
た
め
、
雑
纂
編
の
冊
数
が
な
か
な
か
決

ま
ら
な
い
な
ど
の
困
難
は
あ
り
ま
し
た
が
、
武
志
が

死
去
す
る
昭
和
55
年
12
月
に
本
巻
第
11
巻
（
12
冊
目
）

ま
で
刊
行
さ
れ
、
死
去
の
翌
年
、
本
巻
第
12
巻
（
13

冊
目
）が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、形
の
上
で
は「
別

巻
二
」
の
索
引
編
が
未
刊
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

展
示
資
料
一
覧



　

重
要
文
化
財
「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
89
冊
（
77
冊

12
帖
）
は
、
文
政
５
年
（
１
８
２
２
）
12
月
、
菅
江

真
澄
が
秋
田
藩
校
明
徳
館
に
納
め
た
著
作
を
中
心
に

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
は
、
江

戸
時
代
後
期
に
お
け
る
郷
土
の
歴
史
や
文
化
、
自
然

を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
特
に
秋
田
で
は
、
長
年
、

郷
土
史
研
究
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

ま
さ
に
珠
玉
の
文
化
遺
産
と
言
え
ま
す
。
今
年
度
、

菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー
の
開
設
25
年
に
あ
た
り
、

当
館
寄
託
資
料
で
あ
る
重
要
文
化
財
「
菅
江
真
澄
遊

覧
記
」
の
彩
色
図
絵
を
紹
介
し
ま
し
た
。

▼
展
示
構
成

序　

章　

菅
江
真
澄
と
は

第
１
章　

真
澄
の
記
録
と
重
要
文
化
財

第
２
章　

旅
の
見
聞
を
記
録
す
る
（
日
記
39
冊
）

第
３
章　

名
ど
こ
ろ
を
描
く
（
勝
地
臨
毫
12
冊
）

第
４
章　

地
域
を
調
査
す
る
（
地
誌
38
冊
）

第
５
章　

25
年
目
の
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー

▼
展
示
の
特
徴
（
当
初
計
画
と
実
際
）

○
主
た
る
展
示
資
料
は
重
要
文
化
財
全
冊

○
図
絵
３
５
６
図
を
４
期
に
分
け
て
詳
細
に
解
説

　
（
→
５
月
12
日
火
曜
日
、
第
２
期
か
ら
の
開
展
と
な

　
　
　
り
ま
し
た
。）

　
（
→
解
説
で
指
摘
し
て
い
る
箇
所
が
わ
か
り
に
く
い

　
　
　
場
合
、
図
絵
の
部
分
的
な
拡
大
や
地
名
を
明
示

　
　
　
し
た
補
助
パ
ネ
ル
（
各
期
20
箇
所
ほ
ど
）
を
設

　
　
　
置
し
ま
し
た
。）

○
「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
を
18
の
視
点
か
ら
解
説

　
（
→
開
展
後
、
来
館
者
の
要
望
を
受
け
て
、「
菅
江

　
　
　
真
澄
遊
覧
記
を
知
る
18
の
視
点
」
に
つ
い
て
の

　
　
　
解
説
資
料
（
館
内
印
刷
、
８
頁
）
を
配
布
し
ま

　
　
　
し
た
。）

○
図
絵
と
現
在
の
風
景
を
対
比
し
た
ビ
デ
オ
を
上
映

○
「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」
全
頁
を
パ
ソ
コ
ン
で
公
開

　
（
→
取
り
止
め
ま
し
た
。
閲
覧
用
パ
ソ
コ
ン
は
常
設

　
　
　
展
に
あ
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
収
束

　
　
　
後
に
利
用
で
き
ま
す
。）

○
展
示
内
容
を
紹
介
す
る
解
説
資
料
を
配
布

　
（
→
カ
ラ
ー
印
刷
の
解
説
資
料
（
12
頁
）
を
無
料
配

　
　
　
布
し
た
ほ
か
、
解
説
文
の
文
字
デ
ー
タ
・
開
帖

　
　
　
予
定
・
カ
ラ
ー
版
解
説
資
料
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で

　
　
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
６
月
末
日
ま
で
掲
示
し
ま
し

　
　
　
た
。）

○
重
要
文
化
財
を
多
角
的
に
知
る
た
め
の
関
連
事
業

　

の
開
催

　
（
→
講
演
会
・
博
物
館
教
室
・
ビ
デ
オ
上
映
会
・
展

　
　
　
示
解
説
会
の
関
連
事
業
は
す
べ
て
中
止
と
な
り

　
　
　
ま
し
た
。）

　
（
→
来
館
で
き
な
い
方
の
た
め
に
、
展
示
内
容
を
紹

　
　
　
介
す
る
動
画
（
４
分
間
）
を
作
成
し
、
６
月
末

　
　
　
日
ま
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
配
信
し
ま
し
た
。）

編集後記（表紙解説も兼ねて）

 ・今年度は、新型コロナウイルスに振り回される一年となりました。と過去形で書いて
みたのですが、この原稿をまとめている時点でもまだ収束の兆候さえ見えません。上記
企画展はその影響を受けて期間が短縮されましたし、開展はしたものの関連事業をすべ
て中止にせざるを得ない状況でした。それでも、重要文化財「菅江真澄遊覧記」全点を
並べて、図絵を丁寧に解説する新たな試みの展示となりました。毎週丁替えをして、た
くさんの図絵を御覧いただきたいと夢想もしたのですが、それなりの分量の解説執筆と
休館日ごとの展示替え作業が必要ですので、４期が現在の限界でした（実際は３期とな
りました）。表紙の写真４点は、企画展のようすです。さて、新型コロナウイルス感染
防止のために、私たち学芸職員の日々の生活も大きく様変わりしました。展示室等に出
る機会が極端に減ったため、その分、展示の準備や資料整理に多くの時間を費やすこと
ができます。資料と向き合いながら、今まで見落としていた事柄が発見できたときは、
ひとり悦に入り、誰かに伝えたい衝動に駆られます。それらはいずれ、展示や印刷物の
文章等につながるはずです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松山、2021.1.15）

発　行　日◎令和３年（2021）3 月 19 日
編集 ･ 発行◎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）
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重
要
文
化
財「
菅
江
真
澄
遊
覧
記
」の
公
開

～
菅
江
真
澄
資
料
セ
ン
タ
ー
開
設
25
年
記
念
～

←書名

←著書の体裁と概要

←開帖図絵の要約（現在の地名）
←開帖図絵の解説

《浦の笛滝》での展示と解説は、
　第１期　全集図絵〔559・558〕
　第２期     同　　〔567〕
　第３期     同　　〔569〕
　第４期     同　　〔574〕

体裁

概要

浦の笛滝

〔567〕

全 丁、図絵 図

米代川河口、能代湊のようす（能代市）

文化元年（1804）の第１部と、文化３年（1806）の

第２部・第３部から成る。①川井（北秋田市）で迎

えた正月行事の記録。②能代滞在中の付近での見

聞。③笛滝（八峰町）に行くまでの記録。

現在の能代市磐の〔甲〕杉沢野から米代川

河口を望んだとする。川向こうに〔乙〕能

代の賑やかな家並みがある。米代川の両岸

に帆船が並んでいる。船が岸から離れた所

に停泊しているのは、水深の確保のため

で、岸からははしけ舟が用いられた。当時

の湊は、木材に穴を空ける船食虫を避ける

必要もあり、なるべく海水の混じらない川

上に船着場が設けられたという。図絵左上

にある濃紺の島影は男鹿半島である。

いわお

企
画
展

令
和
２
年
４
月
25
日（
土
）～
６
月
21
日（
日
）

《
浦
の
笛
滝
》
第
２
期
の
展
示


