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一　
菅
江
真
澄
の
和
歌
の
再
評
価

　

こ
の
一
〇
年
ほ
ど
の
菅
江
真
澄
研
究
の
動
き
の
一
つ
に
和
歌
の
研
究

が
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
人
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
個
別
の
論

文
を
脇
に
置
い
て
も
、
佐
伯
和
歌
子
『
菅
江
真
澄
の
旅
と
和
歌
伝
承
』

（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）、
錦
仁
『
な
ぜ
和う

た歌
を
詠
む
の
か
―
菅
江

真
澄
の
旅
と
地
誌
―
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
年
）、
細
川
純
子
『
菅

江
真
澄
の
文
芸
生
活
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
四
年
）
が
続
い
た
。
今

で
は
和
歌
の
研
究
は
真
澄
研
究
の
王
道
に
な
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
か

も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
来
る
の
に
は
ず
い
ぶ
ん
時
間
が
か
か
っ
た
。
そ

の
原
因
に
柳
田
国
男
の
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
柳

田
は
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
九
月
、
秋
田
図
書
館
の
菅
江
真
澄
翁
百

年
記
念
祭
で「
秋
田
県
と
菅
江
真
澄
」と
い
う
講
演
を
行
っ
た
。こ
れ
は
、

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
九
月
発
行
の
『
秋
田
考
古
会
々
誌
』
第
二
巻

第
三
号
に
掲
載
さ
れ
、
や
や
時
を
隔
て
て
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）

の
『
菅
江
真
澄
』（
創
元
社
）
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
こ
ん
な

一
節
が
あ
っ
た
。

　
　

�

最
終
に
尚
一
つ
、
思
ひ
切
つ
た
私
の
批
評
を
申
し
ま
す
と
、
真
澄

翁
の
歌
に
は
殆
と
一
首
と
し
て
名
歌
が
あ
り
ま
せ
ん
。
単
に
凡
庸

だ
と
い
ふ
の
み
で
無
く
、
其
吟
詠
の
態
度
に
も
、
文
章
の
方
に
現

は
れ
て
居
る
や
う
な
真
率
味
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。
当
地
に
も
大
分
短

冊
な
ど
を
珍
重
し
て
居
ら
れ
る
人
が
多
い
や
う
で
す
が
、
手
跡
ま

で
は
彼
是
申
さ
ぬ
と
し
て
、
其
歌
が
些
し
で
も
感
服
し
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
程
度
の
歌
よ
み
な
ら
ば
、
あ
の
頃
の
江
戸
に
も

実
は
あ
り
過
ぎ
る
程
あ
り
ま
し
た
。
強
ひ
て
感
心
す
る
な
ら
ば
即

興
の
敏
捷
、
千
首
万
句
口
を
突
い
て
出
る
と
い
ふ
点
で
、
之
を
要

す
る
に
唱
和
の
雄
で
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
柳
田
は
五
〇
〇
〇
首
を
超
え
る
真
澄
の
「
歌
」

を
全
面
的
に
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
評
価
は
「
名
歌
」
か
ど
う
か

と
い
う
視
点
で
あ
り
、
別
に
「
今
の
人
を
感
動
せ
し
め
る
や
う
な
歌
」

と
も
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
文
章
」
を
高
く
評
価
す
る
の
と

対
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。そ
こ
に
あ
る
の
は
、
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「
文
章
」
に
書
か
れ
た
民
俗
に
関
す
る
記
述
が
持
つ
精
細
さ
に
比
べ
、

「
歌
」
は
「
真
率
味
」
が
な
い
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
文
章
」

を
評
価
す
る
た
め
に
「
歌
」
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
、
引
用
の
末
尾
で
は
、「
強
ひ
て
感
心
す
る
な
ら
ば
」
と
い
う

条
件
を
付
け
な
が
ら
も
、「
唱
和
の
雄
」
で
あ
る
こ
と
を
一
方
で
は
認

め
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。「
生
涯
之
を
職
業
と
し
て
、
あ
の
安
定

せ
ざ
る
生
活
の
間
で
、
能
く
是
だ
け
の
功
績
を
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
も
、

所
謂
歌
の
徳
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
」と
も
続
け
た
。

「
歌
の
徳
」
つ
ま
り
和
歌
の
力
が
「
安
定
せ
ざ
る
生
活
」
を
支
え
、「
是

だ
け
の
功
績
」
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

柳
田
が
「
名
歌
」
を
評
価
の
基
準
に
し
た
の
は
、
や
は
り
「
今
の

人
」
の
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
真
澄
の
和
歌
を
遊
覧
記
の
文

脈
に
即
し
て
読
む
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
名
歌
」
と
い
う
視
点

は
、
近
代
的
な
和
歌
認
識
に
拘
泥
し
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。冒
頭
に
挙
げ
た
著
書
は
こ
う
し
た
柳
田
の
見
方
に
批
判
的
で
、

そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
、
近
年
の

真
澄
研
究
で
は
民
俗
学
に
束
縛
さ
れ
な
い
視
点
で
真
澄
を
読
む
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
も
は
や
和
歌
を
無
視
し
た
議
論
は
成
り
立
た

な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
研
究
動
向
に
配
慮
し
つ
つ
、
改
め
て
真
澄
と
和
歌
の
関
係

を
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
特
筆
す
べ
き
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
の

日
記
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
で
は
な
い
か
。
日
記
『
伊
那
の
中
路
』
に
は
、

八
月
一
三
日
に
、「
姨
捨
山
の
月
見
に
、
お
も
ふ
ど
ち
、
い
ざ
な
ひ
て

行ゆ
き

て
ん
と
て
た
び
だ
ち
ぬ
。
此
日
記
は
《
わ
か
こ
ゝ
ろ
》
と
名
づ
け
て
、

外
に
ひ
と
ま
き
と
し
た
り
」
と
あ
る
。
八
月
一
三
日
か
ら
二
〇
日
ま
で

の
「
姨
捨
山
の
月
見
」
に
関
わ
る
「
日
記
」
は
「
わ
か
こ
ゝ
ろ
」
と
し

て
別
巻
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
や
異
例
の
措
置
で
、
こ
の
と
き

の
記
述
が
膨
ら
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

こ
の
日
記
を
一
編
の
作
品
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

実
は
、『
わ
が
こ
こ
ろ
』
に
は
、
八
月
一
五
日
に
観
音
堂
に
着
い
た

と
き
、「
わ
れ
、
あ
げ
ま
き
の
昔
（
若
年
の
こ
ろ
）、
此
庵
に
二
夜
こ
も

り
て
月
見
し
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
猶
む
か
し
の
し
の
び
出
ら
れ
て
、
と
こ

ろ

ぐ
見
あ
り
く
に
、「
秋
を
ば
捨
て
の
山
桜
」
と
、
な
が
め
お
き
給

ひ
し
そ
の
梢
ど
も
、
は
つ
し
ほ
ち
し
ほ
に
も
み
ぢ
た
り
」
と
あ
る
。
真

澄
は
少
年
の
頃
、
こ
の
観
音
堂
に
二
晩
籠
も
っ
て
月
見
を
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
の
こ
と
か
は
明
ら
か
で
な

い
。

　

だ
が
、
年
長
者
が
口
ず
さ
ん
だ
「
秋
を
ば
捨
て
の
山
桜
」
は
、
こ
の

と
き
の
詠
歌
で
は
な
く
、
内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
訳
『
菅
江
真
澄
遊

覧
記　

１
』（
平
凡
社
、
一
九
六
五
年
）
の
注
記
に
、『
夫
木
集
』
巻
四

の
「
今
よ
り
は
秋
を
ば
捨
の
山
桜
は
な
と
月
と
の
有
明
の
こ
ろ
」（
源

具
親
）
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
今
か
ら
は
秋
を
捨

2



て
、
春
の
季
節
に
姨
捨
山
を
訪
れ
る
と
山
桜
が
咲
い
て
い
て
、
花
と
有

明
の
月
が
あ
る
の
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
、く
ら
い
の
意
味
に
な
る
。

こ
の
歌
を
引
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
か
つ
て
真
澄
が
訪
れ
た
の
は
三

月
下
旬
の
頃
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
真
澄
は
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
で
季
節

を
改
め
て
紅
葉
の
美
し
い
姨
捨
山
を
訪
ね
て
、
中
秋
の
名
月
を
見
た
の

で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
姨
捨
山
は
、「
我
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
姨
捨
山

に
照
る
月
を
見
て
」（『
古
今
集
』
雑
上
、
よ
み
人
知
ら
ず
）
に
あ
る
歌

枕
で
、
月
と
結
び
付
け
ら
れ
て
詠
ま
れ
た
。
真
澄
の
『
わ
が
こ
こ
ろ
』

の
書
名
も
、
こ
の
歌
に
由
来
す
る
。『
わ
が
こ
こ
ろ
』
で
は
『
大
和
物

語
』
第
一
五
六
段
の
全
文
を
引
き
、
こ
の
歌
が
棄
老
説
話
の
中
で
語
ら

れ
、
姨
捨
山
の
地
名
起
源
譚
と
な
る
話
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説

話
に
ち
な
ん
で
、
祖
母
石
・
姪
石
・
小
帒
石
・
甥
石
が
あ
る
と
い
う
こ

と
を
案
内
者
が
教
え
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
姨
捨
山
は
有
名
な
歌
枕
な
の
で
、
多
く
の
歌
人
や
俳
人
が
こ
の

地
を
訪
れ
、
そ
の
研
究
も
充
実
し
て
い
る
。
西
沢
茂
二
郎
『
姥
捨
山
―

故
実
と
文
学
―
』（
信
濃
路
、
一
九
七
三
年
）
は
、
棄
老
説
話
を
中
心

に
考
察
し
、
末
尾
に
「
姨
捨
山
詩
歌
」
を
ま
と
め
る
が
、
菅
江
真
澄
に

つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
矢
羽
勝
幸
『
姨
捨
山
の
文
学
』（
信
濃
毎
日

新
聞
社
、
一
九
八
八
年
）
は
、
姨
捨
山
を
め
ぐ
る
俳
諧
を
中
心
に
ま
と

め
る
だ
け
で
な
く
、
文
学
作
品
を
網
羅
的
に
集
成
し
た
。
真
澄
に
も
目

が
行
き
届
い
て
、「
少
年
菅
江
真
澄
の
滞
在
」
と
「
菅
江
真
澄
の
訪
問
」

の
項
目
を
立
て
た
。
後
者
に
は
、「
こ
の
頃
に
な
る
と
姨
捨
は
完
全
に

観
光
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
真
澄
に
は
に
が
に
が
し
か
っ
た

の
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
も
見
ら
れ
る
。

二　
長
く
軽
視
さ
れ
て
き
た
和
歌

　

こ
れ
ま
で
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
取
り
上
げ
方
に
は
ず
い
ぶ
ん
偏
向
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
語
訳
で
は
、
内
田
武
志
・
宮
本
常
一

編
訳
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』
に
は
歌
が
九
首
し
か
な
く
、
信
州
大

学
教
育
学
部
附
属
長
野
中
学
校
創
立
記
念
事
業
編
集
委
員
会
編
『
菅
江

真
澄
の
信
濃
の
旅
』（
信
濃
教
育
会
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
）
に
至
っ

て
は
歌
は
一
首
も
な
い
。
し
か
し
、『
わ
が
こ
こ
ろ
』
に
は
一
六
五
首

も
の
歌
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
中
に
は
、
往
路
と
復
路
で
詠

ん
だ
直
堅
の
歌
が
五
首
、
末
尾
の
題
詠
に
洞
月
・
永
通
・
義
親
・
直
堅
・

藍
水
・
備
勝
・
静
有
・
景
富
の
各
六
首
、
当
特
の
五
首
、
啓
基
・
富
女
・

勝
女
の
各
一
首
が
含
ま
れ
る
も
の
の
、
真
澄
の
歌
は
、
末
尾
の
題
詠
の

五
首
を
含
め
て
、
一
〇
四
首
に
及
ぶ
の
で
あ
る
（
注
１
）。
や
は
り
真
澄

の
和
歌
は
軽
視
さ
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
ず
、
先
に
述
べ
た
柳
田
国
男

の
言
葉
が
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

　

し
か
し
、『
わ
が
こ
こ
ろ
』
と
い
う
日
記
を
読
み
解
く
に
は
、
や
は

り
こ
れ
ら
の
歌
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
姨
捨
山
で
の
詠
歌
と
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末
尾
の
題
詠
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
往
路
と
復
路
の

歌
に
注
目
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
に
、『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』
は

和
歌
を
軽
視
し
た
と
言
い
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も
削
除
し
が
た
か
っ
た
歌

を
残
し
て
い
て
、
そ
の
九
首
は
真
澄
の
歌
を
考
え
る
上
で
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
。
①
か
ら
⑨
の
番
号
を
付
け
て
、
そ
れ
ら
の
歌
を
追
っ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。

　

真
澄
は
八
月
一
三
日
、
本
洗
馬
を
夜
明
け
前
に
出
発
し
た
。
あ
る
人

が
「
虫
も
夜
明
け
前
は
声
が
弱
る
の
か
」
な
ど
と
言
う
の
で
、

　

①
夜
と
と
も
に
て
る
月
影
を
霜
と
見
て
虫
の
音
な
づ
む
明
く
ら
の
空

と
詠
ん
だ
。
夜
に
な
る
の
と
一
緒
に
照
る
月
の
光
を
ま
る
で
置
く
霜
で

は
な
い
か
と
見
て
、
虫
の
鳴
き
声
が
悩
み
苦
し
む
明
け
方
の
空
よ
、
く

ら
い
の
意
味
で
あ
る
。
虫
の
鳴
き
声
が
弱
る
の
は
、
明
け
方
の
月
の
光

を
霜
と
み
た
か
ら
だ
ろ
う
と
い
う
推
察
で
あ
る
。
こ
れ
は
秋
の
早
朝
に

発
見
し
た
観
察
で
あ
っ
た
。「
あ
る
人
」
は
同
行
者
で
あ
ろ
う
。

　

松
本
の
村
井
を
過
ぎ
、小
川
に
渡
し
た
橋
を
不
二
橋
と
い
っ
た
の
で
、

こ
の
辺
り
か
ら
富
士
が
見
え
た
の
だ
ろ
う
か
、
ど
う
か
と
思
う
が
、
雲

が
深
か
っ
た
の
で
、

　

②�

は
し
の
名
の
ふ
じ
こ
そ
見
え
ね
く
も
る
日
は
そ
こ
と
心
を
か
け
て

渡
り
ぬ

と
詠
ん
だ
。
橋
の
名
は
不
二
橋
と
い
う
名
だ
が
、
雲
が
か
か
っ
て
富
士

山
は
見
え
な
い
、
し
か
し
、
曇
る
日
で
も
あ
の
辺
り
か
と
思
い
を
寄
せ
、

注
意
し
な
が
ら
そ
の
橋
を
渡
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
小
さ
な
橋

だ
っ
た
が
、
不
二
橋
と
い
う
名
に
ひ
か
れ
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
岡
田
神
社
を
過
ぎ
、
そ
こ
の
関
屋
を
越
え
る
と
い
う
の
で
、

　

③
夜
な

く
の
月
の
う
さ
ぎ
は
と
ゞ
め
え
ず
御
世
を
守
り
の
関
の
く

　
　

い
ぬ
き

と
詠
ん
だ
。「
く
い
ぬ
き
」は「
釘（
マ
マ
）

抜
、木
柵
の
こ
と
」（
柳
田
国
男
校
訂『
わ

が
こ
ゝ
ろ
』
真
澄
遊
覧
記
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
）
と
す
る
。
夜
ご
と

に
出
る
月
に
は
兎
が
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
兎
は
御
世
の
平
和
を
守
る

関
所
の
木
柵
で
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、く
ら
い
の
意
味
だ
ろ
う
か
。

月
の
兎
が
関
所
を
通
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
ら
し
い
が
、
は
っ
き
り
せ

ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
わ
か
り
に
く
い
。

　

刈
谷
原
で
雁
が
鳴
い
た
が
、
そ
の
列
が
見
え
な
い
の
で
、

　

④
声ば
か
り斗そ

こ
と
も
し
ら
ぬ
は
つ
か〇

〇

〇

〇

〇

り
や
は
ら
は
で
霧
の
中
に
行ゆ
く

ら
ん

と
詠
ん
だ
。
鳴
き
声
だ
け
聞
こ
え
て
姿
が
見
え
な
い
の
で
、
ど
こ
に
い

る
と
も
わ
か
ら
な
い
初
雁
は
、
心
も
向
け
な
い
で
霧
の
中
を
飛
ん
で
行

く
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
地
名
の
刈
谷
原
を
詠
み
込
ん

だ
隠
し
題
の
歌
で
あ
る
が
、
秋
に
な
っ
て
北
か
ら
初
め
て
や
っ
て
来
た

雁
と
「
刈
谷
原
」
と
い
う
地
名
を
つ
な
げ
た
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
四
日
、
麻お

み績
の
里
に
休
ん
で
、
女
が
機
を
織
っ
て
い
る
の
を
見
な

が
ら
、

　

⑤�

し
づ
は
た
の
を
り
ぬ
ふ
わ
ざ
の
い
と
な
さ
や
こ
ゝ
に
を
う
み
の
里
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の
わ
ざ
と
て

と
詠
ん
だ
。
倭
文
機
を
織
り
縫
う
動
作
が
忙
し
い
こ
と
だ
、
こ
こ
で
麻

を
裂
い
て
よ
り
合
わ
せ
る
と
い
う
麻
績
の
里
の
技
術
と
い
う
こ
と
な
の

で
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
麻ウ

ミ積
（
麻
績
）
の
里
」
と
い
う
地
名
と

女
が
機
を
織
る
「
麻を

績う

み
」
を
つ
な
げ
た
歌
で
あ
る
。

　

猿
ヶ
馬
場
峠
で
雨
が
降
り
出
し
て
泥
田
の
よ
う
に
な
り
、
や
っ
と
の

こ
と
で
下
っ
て
き
て
、

　

⑥�

更
科
（
級
）
の
月
に
こ
ゝ
ろ
の
い
そ
が
れ
て
さ
る
が
う
ま
ば
も
あ

し
と
く
ぞ
す
ぐ

と
詠
ん
だ
。
更
級
の
月
を
見
た
い
と
心
が
せ
き
立
て
ら
れ
て
、
つ
ら
い

猿
ヶ
馬
場
峠
で
も
足
早
に
過
ぎ
て
き
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の

後
に
「
た
ふ
れ
口
す
さ
び
て
」
と
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
大
変
な
旅
路

だ
っ
た
が
、
戯
れ
歌
に
興
じ
て
、
こ
う
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

中
原
で
泊
ま
っ
た
真
澄
は
、
翌
一
五
日
、
晴
れ
た
空
を
見
て
喜
び
な

が
ら
宿
を
出
る
と
、
桑
原
と
い
う
地
名
だ
っ
た
の
で
、

　

⑦
草
枕
か
り
ね
の
露
も
お
な
じ
く〇

〇

〇

〇

は
は
ら
は
で
袖
に
月
や
ど
さ
な
ん

と
詠
ん
だ
。
草
を
枕
に
す
る
旅
寝
な
の
で
、
置
く
露
に
濡
れ
る
が
、
同

じ
こ
と
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
払
わ
な
い
で
濡
れ
た
袖
に
月
を
と
ど
ま
ら

せ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
歌
も
「
桑
原
」
と
い
う
地

名
を
詠
み
込
ん
だ
隠
し
題
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

真
澄
は
姨
捨
山
で
月
見
を
し
た
後
、
善
光
寺
に
向
か
う
と
き
に
、
対

馬
の
国
か
ら
来
た
雛
川
清
歳
に
会
っ
た
。
こ
の
人
は
幼
い
と
き
に
朝
鮮

に
渡
っ
て
言
葉
を
学
び
、
通
訳
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
何
か
失
態
が

あ
っ
て
漂
泊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
話
し
た
。
そ
こ
で
真
澄
は
、「
浅

茅
山
の
梢
が
時
雨
が
降
っ
て
色
づ
く
の
も
、
う
え
か
た
山
が
色
濃
く
染

ま
る
の
も
、
有
名
な
竹
敷
の
浦
の
入
り
江
の
紅
葉
も
、
私
は
行
っ
て
見

た
い
が
、
ど
う
か
」
と
言
っ
て
、

　

⑧�

た
か
し
き
の
浦
の
栬も
み
ぢ
ば
　葉よ

る
波
に
ち
ら
す
な
ゆ
め
と
た
ち
や
出い
で

け

ん

と
詠
ん
だ
。
あ
な
た
は
、
竹
敷
の
浦
の
も
み
じ
葉
を
寄
せ
る
波
で
散
ら

さ
な
い
で
く
れ
、
決
し
て
と
思
っ
て
、
対
馬
を
旅
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』
と
内
田
武
志
・

宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集　

第
一
巻
』（
未
来
社
、
一
九
七
一
年
）

の
注
記
で
は
、『
万
葉
集
』
の
対
馬
に
関
す
る
歌
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

一
九
日
、
真
澄
は
俳
諧
に
志
す
香
風
と
村
井
で
会
い
、
本
洗
馬
に
帰

着
し
た
。
真
澄
は
宣
甫
の
家
に
泊
ま
っ
た
香
風
が
十
府
の
菅
・
宮
城
野

の
萩
と
い
う
仙
台
の
歌
枕
に
ち
な
ん
だ
植
物
を
見
せ
た
の
で
、

　

⑨
色
深
き
こ
と
葉
の
花
も
折
ま
ぜ
て
萩
の
錦
を
み
や
ぎ
の
ゝ
原

と
詠
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
歌
は
、
宮
城
野
の
原
の

色
深
い
萩
の
花
を
見
せ
ら
れ
た
が
、
あ
な
た
が
詠
む
句
の
言
葉
は
趣
が

深
く
、
織
っ
た
錦
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
く
見
え
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
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る
。こ
の
当
時
は
姨
捨
山
の
月
見
に
行
く
の
は
俳
諧
を
嗜
む
人
が
多
く
、

そ
の
中
に
は
紀
州
田
辺
か
ら
東
北
を
旅
し
て
き
た
香
風
の
よ
う
な
人
も

い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』
が
採
択
し
た
歌
に
過
ぎ
な
い

が
、
真
澄
が
旅
の
行
き
来
で
地
名
や
景
物
、
そ
し
て
、
人
に
出
会
い
な

が
ら
歌
を
通
し
て
そ
の
状
況
を
再
認
識
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
柳
田
国
男
は
「
即
興
の
敏
捷
、千
首
万
句
口
を
突
い
て
出
る
」

と
し
た
が
、
確
か
に
そ
う
し
た
と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
。『
わ
が
こ
こ
ろ
』

は
短
期
間
の
旅
で
あ
り
、
多
く
の
人
と
出
会
っ
て
い
る
が
、
こ
の
旅
で

は
「
唱
和
の
雄
」
と
い
う
ほ
ど
の
関
係
は
で
き
て
い
な
い
。
そ
れ
は
こ

の
旅
の
前
後
を
書
い
た
日
記
『
伊
那
の
中
路
』
と
は
や
や
違
う
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

三　
真
澄
の
姨
捨
山
で
の
見
聞
と
詠
歌

　

真
澄
の
姨
捨
山
探
訪
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ま
で

必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
は
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。そ
こ
で
、

八
月
一
五
日
の
動
き
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

　

真
澄
が
ま
ず
少
年
の
と
き
に
訪
れ
た
観
音
堂
を
訪
ね
た
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
。
姨
捨
山
は
千
曲
川
の
岸
を
麓
に
し
て
そ
び
え
、
東
に
有
明

山
の
峰
、
冠
着
山
、
西
に
一
重
山
が
あ
り
、
更
級
川
が
細
く
流
れ
て
八

幡
村
に
落
ち
、
そ
こ
に
雲
井
の
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
千
曲
川
の
流
れ

は
言
う
ま
で
も
な
く
す
ば
ら
し
い
。
誰
が
言
い
始
め
た
と
も
な
く
田
毎

の
月
と
い
う
が
（
注
２
）、
名
月
の
頃
は
稲
穂
が
露
に
濡
れ
て
し
な
っ
て

水
を
塞
い
で
い
る
の
で
、
月
が
映
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
後
は
『
大
和

物
語
』
を
引
用
し
て
、
祖
母
石
・
姪
石
・
小
帒
石
・
甥
石
に
触
れ
、
麓

の
八
幡
宮
の
神
事
を
見
に
八
幡
村
に
下
り
る
。

　

八
幡
村
で
は
軒
ご
と
に
灯
火
を
懸
け
て
い
た
。
谷
水
が
落
ち
か
か
る

下
で
、
丸
裸
の
優
婆
塞
が
「
垢
離
を
召
せ
、
垢
離
の
代
わ
り
垢
離
の
代

わ
り
」
と
両
手
に
小
笹
を
束
ね
持
っ
て
振
る
。
道
端
に
人
形
を
作
っ
て

あ
る
の
は
、
昨
夜
の
花
火
の
名
残
で
あ
っ
た
（
注
３
）。
物
貰
い
の
験
者

が
錫
杖
を
振
り
鈴
を
鳴
ら
し
て
、「
六
根
清
浄
」
と
唱
え
る
。「
浅
間
山

の
爆
発
の
刷
り
絵
を
買
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
売
り
歩
く
者
が
い
る
。
里

の
子
供
た
ち
が
「
擬
宝
珠
擬
宝
珠
」
と
柄
杓
を
持
っ
て
呼
び
歩
く
の
は
、

疣
や
癬
の
あ
る
人
が
流
れ
を
汲
み
上
げ
て
橋
の
擬
宝
珠
を
洗
う
た
め
で

あ
る
。「
な
い
餅
を
買
っ
て
下
さ
い
」
と
藁
で
作
っ
た
粽
の
よ
う
な
も

の
を
持
ち
歩
く
者
も
い
た
。「
鶏
を
買
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
雌
鶏
雄
鶏

を
抱
え
て
歩
く
者
も
い
た
。
人
を
押
し
分
け
て
神
社
に
行
く
と
、
放
生

会
と
い
う
額
を
燈
籠
で
高
く
掲
げ
、
神
主
た
ち
が
神
楽
を
奉
納
し
て
い

た
。
神
社
の
後
方
に
は
弥
陀
八
幡
が
あ
り
、
目
石
を
撫
で
て
目
を
こ
す

る
と
眼
病
が
治
る
と
い
う
の
で
、
神
仏
よ
り
も
尊
ん
だ
。
こ
の
祭
礼
に

多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

真
澄
は
近
く
の
家
で
休
ん
で
、
再
び
姨
捨
山
に
向
か
っ
て
上
り
、
月
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見
を
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
様
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

�

日
も
や
ゝ
か
た
ぶ
け
ば
姨
捨
山
に
、
さ
の
ぼ
り
て
ん
と
て
、
田
づ

ら
の
細
き
い
ぶ
せ
き
み
ち
を
、
お
ほ
く
の
人
々
、
お
の
が
い
は
ま

ほ
し
き
こ
と
を
の
み
い
ひ
と
よ
み
、
む
れ
至
り
て
、
御
堂
に
ぬ
か

さ
げ
て
、
萩
薄
か
い
分わ
け

て
夕
露
に
ぬ
れ
て
、
姨
石
の
上
に
の
ぼ
れ

ば
、
日
の
く
れ
か
ゝ
り
た
る
に
、
も
ゝ
斗ば
か
りの

人
居
な
ら
び
在あ
り

て
、

月
の
い
で
な
ん
を
ね
ん
じ
て
待ま
ち

た
る
に
、
沢
水
の
音
も
し
づ
か

に
、
こ
ゝ
ら
鳴な
く

虫
の
声
あ
は
れ
な
る
ゆ
ふ
べ
な
れ
ば
、
人
の
こ
ゝ

ろ
も
こ
と
に
す
み
渡
り
て
、
な
に
く
れ
と
口
の
う
ち
に
ず
し
、
け

ぶ
り
ふ
き
い
で
、
あ
る
は
、
か
し
ら
を
ふ
せ
て
箕
居
し
、
も
の
か

げ
は
さ
し
の
ぞ
き
て
、
か
ら
う
た
や
あ
ら
ん
、
や
ま
と
う
た
や
あ

ら
ん
、
よ
き
句
や
い
で
給た
ま
ふな

ら
ん
と
、
し
の
び
や
か
に
か
た
ら
ひ
、

か
く
や
い
か
ゞ
、
こ
は
お
か
し
、
其
こ
と
よ
り
も
こ
の
こ
ゝ
ろ
ば

へ
や
増
ら
ん
、
あ
な
お
も
し
ろ
な
ど
、
あ
る
は
あ
ふ
ぎ
、
あ
る
は

ひ
ざ
の
上
に
ぬ
か
さ
し
あ
て
、
老お
い

な
ら
ぬ
人
も
、
み
ず
わ
さ
し
て

う
そ
ぶ
き
、
み
じ
か
き
つ
か
の
筆
を
か
た
に
あ
げ
て
ね
ぶ
り
、
又
、

猫
垣
の
む
し
ろ
し
い
て
、
さ
ゝ
へ
、
か
れ
ゐ
こ
を
ひ
ら
き
盞
と
れ

る
は
、
月
見
ん
こ
と
も
わ
す
れ
て
、
此
う
た
げ
に
の
み
こ
ゝ
ろ
を

入い
れ

て
月
の
あ
は
れ
も
お
も
ほ
え
ず
、
そ
む
き

く
、
ひ
さ
げ
と
ら

せ
た
る
も
あ
や
し
。
此
し
た
つ
か
た
の
た
い
ら
か
な
る
岩
の
つ
ら

に
、香
く
ゆ
ら
し
、男
女
集あ
つ
ま
りて
月
を
待ま
ち

て
、な
も
あ
み
だ
ぶ
ち
と
、

ね
ん
ず
す
り
、
ひ
た
ぶ
る
に
と
な
へ
つ
ゝ
、
月
を
拝
み
た
い
ま
つ

れ
る
こ
と
ま
め
や
か
に
聞き
こ

え
た
る
は
、
い
か
に
秀ひ
い
でた

る
言
の
葉
に

な
が
め
た
り
と
も
、
此
男
女
の
、
ひ
た
み
ち
に
月
を
お
も
ふ
こ
ゝ

ろ
に
は
、
え
も
、
を
よ
ぶ
べ
う
も
露
あ
ら
じ
。

　

姨
石
上
に
は
一
〇
〇
人
ほ
ど
が
居
並
び
、
漢
詩
・
和
歌
・
俳
諧
を
詠

む
者
も
い
れ
ば
、
酒
宴
を
始
め
る
者
も
い
た
。
一
方
、
下
の
平
ら
な
岩

に
は
男
女
が
集
ま
っ
て
、
ひ
た
す
ら
月
を
待
つ
者
も
い
た
。
こ
の
記
述

か
ら
は
文
学
・
宴
会
・
信
仰
に
夢
中
に
な
る
三
つ
の
集
団
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ど
ん
な
に
秀
で
た
言
葉
で
詠
ん
だ
と
し
て
も
、
こ
の
男

女
が
ひ
た
す
ら
月
に
願
う
気
持
ち
に
は
、
ど
う
に
も
及
ぶ
は
ず
も
少
し

も
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
感
慨
は
文
学
批
判
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
が
深

め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

や
が
て
宵
に
な
る
と
鏡
台
山
か
ら
月
が
出
て
、
千
曲
川
の
流
れ
は
白

銀
を
敷
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
。
真
澄
は
「
捨
て
ら
れ
（
し

＝
脱
）
は
、
か
ゝ
る
山
路
ぞ
か
し
と
、
い
に
し
へ
の
う
き
こ
と
も
さ
ら

に
お
も
は
で
、
月
に
な
ぐ
さ
む
も
、
に
な
く
た
の
し
と
お
も
ふ
に
」
と
、

そ
の
情
景
に
『
大
和
物
語
』
を
思
い
出
し
、
捨
て
ら
れ
た
姨
の
つ
ら
さ

を
思
い
つ
つ
も
、
月
で
慰
め
ら
れ
た
幸
せ
を
思
っ
て
い
る
。

　

二
時
を
過
ぎ
る
頃
に
雲
で
月
が
隠
れ
た
の
で
、
真
澄
は
八
幡
村
に
下
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り
て
、
大
勢
の
人
と
昼
に
休
ん
だ
家
に
入
っ
て
歌
を
詠
む
。「
つ
た
な

う
な
が
め
た
る
歌
」
と
し
て
、
一
九
首
が
並
ぶ
。
さ
ら
に
、『
古
今
集
』

で
は
よ
み
人
知
ら
ず
だ
っ
た
が
、『
大
和
物
語
』
で
は
姨
を
捨
て
た
男

が
家
に
帰
っ
て
詠
ん
だ
「
我
が
心
」
の
歌
の
三
一
文
字
を
歌
の
最
初
に

置
い
た
三
一
首
の
月
を
題
材
に
し
た
歌
を
朝
ま
で
詠
む
。
真
澄
は
こ
れ

を
、「
た
ゞ
、
め
の
ま
へ
に
あ
り
つ
る
さ
ま
を
、
お
も
ふ
に
ま
か
せ
て

か
い
つ
く
れ
ば
」
と
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
題
詠
で
は
な
く
、
姨

捨
山
で
目
の
前
に
あ
っ
た
こ
と
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詠
歌
は
、

後
述
す
る
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
末
尾
の
題
詠
に
よ
る
詠
歌
と
対
比
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
こ
の
里
の
俳
諧
の
法
師
が
筆
と
紙
を
持
っ

て
き
て
、「
今
晩
詠
ん
だ
句
が
あ
れ
ば
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ

て
記
し
歩
い
た
こ
と
も
書
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
詠
歌
の
と
こ

ろ
は
、
こ
れ
ま
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

四　
真
澄
の
姨
捨
山
探
訪
の
検
証

　

こ
の
姨
捨
山
探
訪
は
ど
ん
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
わ
が
こ

こ
ろ
』
に
は
姨
捨
山
の
図
絵
が
入
る
の
で
、
内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編

『
菅
江
真
澄
全
集　

第
一
巻
』
か
ら
引
用
す
る
。「
袁
波
須
氐
夜
麻　

智

久
万
可
泊　

や
は
た
む
ら
の
か
た
」
と
あ
る
が
、
図
絵
の
中
に
具
体
的

な
指
示
は
な
い
。
右
の
姨
石
に
多
く
の
人
が
乗
り
、
千
曲
川
は
左
下
、

八
幡
村
は
右
下
、
左
上
の
鏡
台
山
に
月
が
出
た
様
子
を
描
く
。『
菅
江

真
澄
遊
覧
記　

１
』
の
「
解
説
」
で
は
、「〔
わ
が
こ
こ
ろ
〕
の
原
本
は
、

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
ご
ろ
の
清
書
に
な
る
明
徳
館
本
で
あ
る
た

め
、
図
絵
が
二
枚
は
い
っ
て
い
る
。
後
年
の
記
憶
に
よ
っ
て
描
い
た
ら

し
い
」と
す
る
。
姨
捨
山
に
行
っ
た
と
き
か
ら
三
三
年
が
経
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』
に
は
、「
そ
の
こ
ろ
秋
田
に
住

ん
で
い
た
真
澄
が
「
木
曾
路
名
所
図
絵
」（
秋
里（

離マ
マ

島）

著
）
を
よ
ん
で
、

姨
捨
山
の
と
こ
ろ
の
欄
外
に
次
の
よ
う
に
記
入
し
た
本
が
発
見
さ
れ
て

い
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、「
簡
単
な
風
景
図
を
墨
書
き
し
て
説
明
が

つ
い
て
い
る
」
と
し
て
、「
甲
鏡
台
山
、
乙
姥
捨
山
、
丙
姥
石
、
此
石
の

上
に
群
集
し
て
八
月
十
五
日
、
詩
歌
連
俳
の
興
、
例
年
あ
り
。
丁
観
音

堂
、
己
八
幡
村
、
八
幡
宮
神
、
八
月
十
四
日
試
楽
斎
夜
、
は
な
び
、
燈

籠
く
ら
べ
あ
り
。
戊
筑
摩
河
、
古
河
多
し
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
。

こ
れ
は
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
記
述
と
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
先
の
図

絵
の
説
明
に
も
な
っ
て
い
て
、
甲
か
ら
己
ま
で
の
地
名
は
図
絵
の
上
部

か
ら
時
計
回
り
に
そ
の
場
所
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

真
澄
の
図
絵
を
読
み
解
く
に
は
、
矢
羽
勝
幸
『
姨
捨
山
の
文
学
』

に
収
録
さ
れ
た
何
点
か
の
姨
捨
山
の
図
絵
が
参
考
に
な
る
。
そ
の
一

点
に
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
東
都
・
篤
垣
真
葛
が
増
補
再
版

し
た
「
信
州
更
級
郡
姨
捨
山
十
三
景
図
」（
文
友
昇
摹
の
記
名
）
が
あ

る
（
注
４
）。
矢
羽
は
、
こ
の
図
絵
は
白
雄
を
白
翁
と
誤
記
し
、
月
見
堂

が
描
か
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
矢
羽
が
参
考
に
引
い
た
の
は
明
治
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一
六
年
（
一
八
八
三
）
の
信
州
で
の
模
刻
で
、「
図
は
一
見
真
葛
再
版

と
同
版
を
思
わ
せ
る
が
、
半
ば
透
き
写
し
的
に
模
写
し
た
も
の
で
細
か

い
部
分
を
点
検
す
る
と
、
別
人
の
筆
を
も
っ
て
新
た
に
版
を
起
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。
左
上
、
鏡
山
の
隣
に
有
明
山
を
か
き
加
え
、
右
端
に
も

「
天
子
御
歌
は
じ
め
御
詠
数
多
あ
り
」と
追
記
し
て
い
る
」と
指
摘
す
る
。

こ
こ
に
は
、
こ
れ
を
引
用
す
る
。

　

こ
の
図
絵
を
左
上
か
ら
時
計
回
り
に
た
ど
る
と
、「
有
明
山
」「
鏡
台

山
」「
カ
ム
リ
キ
山
（
冠
着
山
）」「
桂
木
」「
室
池
」「
メ
イ
石
（
姪
石
）」

「
姨
石
」「
観
音
堂
」「
長
楽
寺
」「
ヲ
イ
石
（
甥
石
）」「
小
袋
石
」「
田
毎
」

「
雲
井
橋
」「
更
級
川
」「
八
幡
宮
」「
千
曲
川
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
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れ
ら
の
場
所
は
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
図
絵
と
も
対
応
し
、「
木
曾
路
名

所
図
絵
」
の
風
景
図
に
書
か
れ
た
言
葉
よ
り
さ
ら
に
詳
し
い
。
矢
羽
の

批
判
は
あ
る
が
、『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
記
述
と
図
絵
を
読
み
解
く
の
に
、

こ
の
図
絵
は
大
い
に
参
考
に
な
り
、
こ
れ
で
真
澄
の
言
動
を
十
分
に
検

証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　
紀
州
田
辺
の
香
風
と
『
笠
や
ど
り
』

　

真
澄
は
そ
の
足
で
、
八
月
一
六
日
に
善
光
寺
に
参
詣
す
る
。「
ま
う

づ
る
人
多
く
、
に
ぎ
は
へ
る
さ
ま
は
、
昔
見
し
に
こ
と
か
は
ら
ず
」
と

あ
る
の
で
、
以
前
善
光
寺
に
参
詣
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
少
年
の
と
き
に
姨
捨
山
の
観
音
堂
に
二
晩
籠
も
っ
た
と
き
、

そ
の
足
で
善
光
寺
に
参
詣
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
「
ぜ

む
か
う
じ
」
と
い
う
五
文
字
を
各
句
の
最
初
に
置
い
た
、「
せ〇

き
あ
へ

ず
む〇

せ
ぶ
な
み
だ
に
か〇

き
く
れ
ぬ
う〇

き
身
の
つ
み
を
し〇

れ
る
心
に
」
と

詠
ん
だ
。
い
わ
ゆ
る
折
句
の
歌
で
あ
る
。
真
澄
は
伝
統
的
な
歌
枕
で
は

な
い
地
名
は
隠
し
題
に
し
て
詠
む
が
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
系
列
に
属
す

る
歌
で
あ
る
。

　

帰
途
、
松
本
の
浅
間
温
泉
に
泊
ま
っ
た
翌
一
九
日
、
村
井
の
芝
生
に

休
ん
で
い
る
と
、
紀
州
牟
婁
郡
田
辺
の
里
の
訓
殷
と
い
う
人
に
再
会
す

る
。こ
の
人
と
は
姨
捨
山
で
一
夜
語
ら
っ
て
知
り
合
い
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
訓
殷
は
香
風
と
い
う
俳
号
を
持
ち
、
俳
諧
に
志
が
深
く
、
そ
の
た

め
に
今
回
の
中
秋
の
名
月
に
来
て
、
姨
捨
山
で
「
捨
ら
れ
ば
か
ゝ
る
野

山
や
け
ふ
の
月
」と
い
う
句
を
詠
ん
だ
。
こ
の
人
は
田
辺
の
里
の
長
で
、

連
歌
師
の
宗
祇
の
句
に
ち
な
ん
で
庵
を
作
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
本
洗

馬
に
来
て
、
香
風
は
宣
甫
の
家
、
真
澄
は
可
児
永
通
の
家
に
着
い
た
。

訓
殷
は「
香
風
は
俳
号
。坎
水
園
随
筆
に
其
句
が
あ
つ
て「
南
紀
宗
祇
庵
」

と
あ
る
」、
宣
甫
は
「
本
洗
馬
の
俳
人
ら
し
い
が
不
詳
」
と
あ
る
（「
真

澄
遊
覧
記
信
濃
の
部　

地
名
と
人
名　

校
訂
本
附
録
」（
編
纂
責
任
者

　

胡
桃
沢
）
柳
田
国
男
校
訂
『
伊
那
の
中
路　

わ
が
こ
ゝ
ろ
』
真
澄
遊

覧
記
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
）。

　

そ
の
後
、
宣
甫
の
家
に
集
ま
り
、
香
風
が
故
郷
へ
の
土
産
に
持
っ
て

き
た
十
府
の
菅
・
宮
城
野
の
萩
な
ど
を
取
り
出
し
て
見
せ
た
。
十
府
の

菅
・
宮
城
野
の
萩
は
と
も
に
仙
台
の
歌
枕
に
ち
な
ん
だ
植
物
で
あ
る
。

香
風
が
芭
蕉
を
意
識
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
（
注
５
）、

お
そ
ら
く
紀
州
田
辺
か
ら
江
戸
経
由
で
仙
台
に
行
き
、
日
本
海
側
へ
出

て
信
州
を
通
っ
て
帰
る
長
旅
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
真
澄
が
神
宮
寺
か

ら
善
光
寺
に
向
か
う
途
中
で
話
を
し
た
雛
川
清
歳
に
つ
い
て
は
前
述
し

た
が
、
善
光
寺
西
街
道
の
往
来
に
は
こ
う
し
た
旅
の
文
化
人
た
ち
が
い

た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
香
風
に
つ
い
て
は
、
松
山
修
「《
わ
が
こ
こ
ろ
》
再
読
…
月

見
行
の
同
行
者
」（『
か
な
せ
の
さ
と
』
第
八
一
号
、
二
〇
〇
七
年
一
〇

月
）
に
考
証
が
あ
る
。
香
風
は
玉
置
香
風
で
、
天
明
三
年
二
月
か
ら
九
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月
ま
で
奥
州
へ
向
け
て
旅
を
し
て
、
そ
れ
が
『
笠
や
ど
り
』
と
し
て
板

行
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
、可
臨
が
宣
甫
の
俳
号
で
あ
り
、「
三
州
の
歌
人
」

が
真
澄
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
重
要
で
あ
っ
た
。『
笠
や
ど
り
』

に
は
「
捨
ら
れ
ば
か
か
る
山
辺
ぞ
け
ふ
の
月
」
の
句
を
姨
石
の
上
で
詠

ん
だ
こ
と
を
記
し
て
い
る
。『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
「
野
山
や
」
が
初
案

で
あ
ろ
う
。

　

二
〇
日
は
香
風
と
別
れ
る
日
で
、真
澄
は
離
別
の
歌
を
詠
ん
だ
。「
そ

の
夜
、
姨
捨
山
に
よ
み
た
り
け
る
歌
の
冊
子
に
も
の
か
い
て
と
人
の
い

へ
ば
、
い
な
び
が
た
く
て
」
と
あ
る
。
こ
こ
は
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』
で
は
省
略
さ
れ
、
信
州
大
学
教
育
学
部
附
属
長
野
中
学
校
創
立
記

念
事
業
編
集
委
員
会
編
『
菅
江
真
澄
の
信
濃
の
旅
』
で
は
、「
そ
の
夜
、

姨
捨
山
で
詠
ん
だ
歌
の
冊
子
の
奥
に
文
章
を
書
い
て
整
理
し
た
」
と
す

る
。
し
か
し
、「
人
の
い
へ
ば
、
い
な
び
が
た
く
て
」
と
い
う
、
誰
か

の
慫
慂
に
応
じ
て
次
の
文
章
を
書
い
た
こ
と
が
や
は
り
省
略
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
「
人
」
は
可
児
永
通
の
家
で
あ
れ
ば
永
通
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
が
、
真
澄
が
戻
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
や
っ
て
来
た
本
洗
馬
の
人
で

あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
こ
の
「
人
」
は
真
澄
と
一

緒
に
姨
捨
山
に
行
か
な
か
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
の
「
歌
の
冊
子
」
は
、
や
が
て
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
に
ま
と
ま
る
草

稿
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、『
伊
那
の
中
路
』
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
契

機
も
こ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
整
理
」
と
呼
ぶ
な
ら
、

そ
れ
は
、「
ひ
さ
か
た
の
」
で
始
ま
る
文
章
と
姨
捨
山
の
名
月
を
詠
ん

だ
六
二
首
の
詠
歌
の
二
つ
か
ら
な
る
。
こ
こ
で
は
「
ひ
さ
か
た
の
」
で

始
ま
る
文
章
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

こ
れ
は
五
音
と
七
音
を
意
識
し
た
リ
ズ
ム
の
あ
る
文
章
で
、例
え
ば
、

「
そ
め
わ
た
る
木
々
の
葉
月
、
も
ち
の
こ
よ
ひ
を
、
手
を
折

く
の
空

に
む
か
ひ
、
水
の
面
に
て
る
月
な
み
を
か
ぞ
へ
て
」
は
、
一
面
に
紅
葉

し
た
葉
で
は
な
い
が
、
八
月
の
、
十
五
日
の
今
夜
を
、
指
を
折
り
つ
つ
、

折
々
の
空
に
向
か
い
、
水
面
に
照
る
月
で
は
な
い
が
、
月
齢
を
数
え
て

と
い
う
意
味
で
、
掛
詞
を
駆
使
し
た
美
文
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

に
し
て
、
天
明
三
年
の
八
月
一
五
日
の
中
秋
の
名
月
に
姨
捨
山
を
訪
ね

た
感
慨
を
ま
と
め
て
い
る
。

　

続
く「
お
も
ふ
か
ぎ
り
う
ち
む
れ
て
、旅
衣
お
も
ひ
た
ち
ぬ
る
に
」は
、

真
澄
一
行
が
向
か
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
こ
の

日
に
合
わ
せ
、連
れ
立
っ
て
月
見
に
出
発
し
た
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

真
澄
は
地
元
の
信
濃
の
国
に
い
て
、「
い
ざ
い
き
ね
と
人
の
さ
そ
ふ
に

う
れ
し
う
」
と
あ
り
、
さ
あ
行
こ
う
と
人
が
誘
う
の
が
う
れ
し
く
て
と

い
う
の
で
、
誰
か
に
誘
わ
れ
て
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。「
人
」
と
し
て

考
え
ら
れ
る
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
熊
谷
直
堅
だ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。

　

真
澄
は
姨
捨
山
に
登
っ
て
、
厳
め
し
い
岩
（
姨
石
を
指
す
）
の
上
に

あ
る
苔
の
筵
に
座
っ
て
見
る
と
、
見
も
し
ら
ぬ
高
嶺
（
鏡
台
山
を
指
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す
）
の
辺
り
に
差
し
の
ぼ
り
、
麓
を
流
れ
る
水
（
千
曲
川
を
指
す
）
が

白
銀
を
流
し
た
よ
う
に
見
え
た
。「
な
ぐ
さ
め
か
ね
し
男
の
こ
ゝ
ろ
ま

で
も
お
も
ひ
出
ら
れ
て
、
猶
い
に
し
へ
の
人
に
も
の
い
ふ
こ
ゝ
ち
す
れ

ば
」
は
、『
大
和
物
語
』
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
を
い
う
。
人
々
が
歌

を
詠
む
と
、「
わ
れ
も
、
か
た
く
な
な
る
ひ
と
く
さ
を
と
て
し
る
し
ぬ
」

と
い
う
の
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
八
幡
村
に
下
っ
て
か

ら
の
一
九
首
と
「
我
が
心
」
の
歌
の
三
一
文
字
を
歌
の
最
初
に
置
い
た

三
一
首
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
月
に
照
ら
さ
れ
て
澄
ん
だ
心
に

な
り
、
言
葉
の
道
の
惑
い
も
な
く
な
っ
た
の
は
、
こ
の
名
月
の
真
意
で

あ
ろ
う
と
結
ぶ
。

　

続
く
六
二
首
の
詠
歌
に
つ
い
て
は
次
節
で
述
べ
る
。

六　
姨
捨
山
へ
の
同
行
者
と
末
尾
の
詠
歌

　
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
は
別
巻
立
て
に
し
た
日
記
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容

上
問
題
に
な
る
の
は
姨
捨
山
へ
の
同
行
者
と
末
尾
の
詠
歌
の
関
係
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
検
討
し
て
お
こ
う
。

　

①�　

十
三
日
姨
捨
山
観
月
行
。同
伴
者
直
堅
。其
他
不
詳
。会
田
一
泊
。

十
四
日
中
原
一
泊
。
十
五
日
八
幡
の
放
生
会
。
観
月
の
後
八
幡
村

一
泊
。
十
六
日
善
光
寺
詣
、
途
上
対
馬
の
人
と
い
ふ
雛
川（
マ
マ
）

千
歳
に

逢
ふ
。
善
光
寺
附
近
に
一
泊
。
十
七
日
同
じ
道
を
引
返
し
て
稲
荷

山
に
医
師
古
了
を
訪
ひ
、
青
柳
一
泊
。
十
八
日
浅
間
の
湯
守
小
口

治
庵
に
宿
泊
。
十
九
日
永
通
の
家
に
帰
る
。
村
井
か
ら
南
紀
宗
祇

庵
香
風
と
路
づ
れ
と
な
り
、
香
風
は
宣
甫
と
い
ふ
人
の
家
に
入

る
。
翌
朝
之
を
送
る
。（
胡
桃
沢
勘
内「
信
濃
路
ま
で
の
白
井
秀
雄
」

柳
田
国
男
校
訂
『
わ
が
こ
ゝ
ろ
』）

　

②�　

八
月
十
五
日
の
月
を
有
名
な
更
科
郡
八
幡
村
（
更
埴
市
）
の
姨

捨
山
上
で
眺
め
よ
う
と
、
風
流
な
同
好
者
が
さ
そ
い
あ
わ
せ
て
、

天
明
三
年
の
八
月
十
三
日
、
本
洗
馬
村
を
出
発
し
た
。
そ
し
て
帰

途
は
善
光
寺
に
参
詣
し
て
、
浅
間
温
泉
に
ひ
た
り
、
同
八
月
二
十

日
に
ま
た
可
児
家
に
も
ど
っ
て
く
る
ま
で
の
一
週（
マ
マ
）

日
の
日
記
を
、

〔
伊
那
の
中
路
〕
か
ら
別
冊
と
し
て
、
こ
れ
を
〔
わ
が
こ
こ
ろ
〕

と
題
し
た
。
こ
の
と
き
の
同
行
者
は
、
白
井
秀
雄
を
く
わ
え
て
次

の
十
三
名
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
本
の
最
後
に
こ
れ
ら
の
人

た
ち
の
よ
ん
だ
歌
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�　

洞
月
、永
通
、啓
基
、富
女
、義
親
、直
堅
、藍
水
、備
勝
、勝
女
、

当
特
、
静
有
、
景
富
、
秀
雄
。（
内
田
武
志
「
解
説
」
内
田
武
志
・

宮
本
常
一
編
訳
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記　

１
』）

　

③�　

天
明
三
年
八
月
の
名
月
を
、
更
科
郡
八
幡
村
（
更
埴
市
）
の
姨

捨
山
で
眺
め
よ
う
と
、
風
流
な
同
好
者
数
名
が
誘
い
あ
っ
て
、
可
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児
永
通
家
を
八
月
一
三
日
に
出
立
し
、
一
九
日
に
帰
着
し
た
ま
で

の
日
記
。《
い
な
の
な
か
み
ち
》
の
な
か
か
ら
、
こ
の
一
週
間
の

部
分
だ
け
を
抜
い
て
別
冊
と
し
た
の
で
あ
る
。
巻
末
に
掲
出
さ
れ

た
一
三
名
の
詠
草
は
、
こ
の
と
き
同
行
し
た
者
と
限
っ
た
も
の
で

は
な
く
、
戻
っ
て
か
ら
の
ち
、
洞
月
を
中
心
と
し
た
歌
会
の
席
で

詠
ん
だ
歌
を
ま
と
め
た
の
で
あ
ろ
う
。（
内
田
武
志
「
解
題
」
内

田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集　

第
一
巻
』）

　

④�　

真
澄
は
、
姨
捨
で
天
明
３
年
８
月
の
名
月
を
眺
め
よ
う
と
、
洗

馬
の
人
数
名
と
誘
い
合
っ
て
可
児
永
通
の
家
を
８
月
13
日
出
発

し
、
19
日
に
戻
り
ま
し
た
。
12
名
と
は
洞
月
・
永
通
な
ど
本
洗
馬

の
人
が
大
部
分
で
、
当
特
・
景
富
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
う
ち
何
人
が
姨
捨
へ
同
行
し
た
か
は
不
明
で
、
洗
馬
へ
戻
っ

て
か
ら
、
洞
月
を
中
心
に
し
た
歌
会
の
書
式
で
書
か
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
洗
馬
で
歌
だ
け
詠
ん
だ
人
が
半
数
以
上
い
た
は
ず
で
す
。

よ
く
、真
澄
は
12
人
の
村
人
と
連
れ
立
っ
て
姨
捨
へ
行
っ
た
と
か
、

村
人
全
員
で
行
っ
た
と
か
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、誤
り
で
す
。（
信

州
大
学
教
育
学
部
附
属
長
野
中
学
校
創
立
記
念
事
業
編
集
委
員
会

編
『
菅
江
真
澄
の
信
濃
の
旅
』。
人
物
に
つ
い
て
の
説
明
は
省
略
）

　

⑤�　

そ
の
真
澄
の
歌
に
、
　
　（

四マ
マ

首）

の
直
堅
の
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
て
、

そ
の
他
の
人
の
歌
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

う
た
人
で
真
澄
の
月
見
行
に
同
行
し
た
人
物
は
、
直
堅
だ
け
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
松
山
修
「《
わ
が

こ
こ
ろ
》
再
読
…
月
見
行
の
同
行
者
」）

　

問
題
の
一
つ
は
、『
伊
那
の
中
路
』
に
「
お
も
ふ
ど
ち
、
い
ざ
な
ひ

て
行
て
ん
と
て
」
と
あ
り
、『
わ
が
こ
こ
ろ
』
に
「
こ
の
秋
、
更
級
や

姨
捨
山
の
月
見
て
ん
と
、
お
も
ふ
ど
ち
う
ち
も
の
が
た
ら
ひ
て
」、
と

あ
り
、
こ
の
「
お
も
ふ
ど
ち
」
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
お
も

ふ
ど
ち
」
は
「
気
の
合
っ
た
同
士
。
仲
の
よ
い
友
だ
ち
同
士
」
の
意
味

で
あ
る
。『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
書
き
方
は
微
妙
で
、「
こ
の
秋
、
更
級
や

姨
捨
山
の
月
見
て
ん
」
は
「
こ
の
秋
」
と
あ
る
の
で
、直
前
で
は
な
く
、

秋
に
な
る
前
、
お
そ
ら
く
夏
に
こ
う
し
た
会
話
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
か
な
り
前
か
ら
「
お
も
ふ
ど
ち
」
と
こ
う
話
し
て
い
た
に
ち
が
い

な
い
。

　

①
は
「
同
伴
者
直
堅
。
其
他
不
詳
」
と
し
た
。
②
は
「
同
行
者
は
、

白
井
秀
雄
を
く
わ
え
て
次
の
十
三
名
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
」と
し
た
が
、

③
で
は
「
数
名
が
誘
い
あ
っ
て
」、「
同
行
し
た
者
と
限
っ
た
も
の
で
は

な
く
」と
曖
昧
に
な
っ
た
。④
は「
洗
馬
の
人
数
名
と
誘
い
合
っ
て
」、「
洗

馬
で
歌
だ
け
詠
ん
だ
人
が
半
数
以
上
い
た
は
ず
で
す
」と
し
た
。
だ
が
、

⑤
で
は
同
行
者
は
直
堅
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
確
か
に
、『
わ
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が
こ
こ
ろ
』
の
往
復
に
名
前
が
見
え
る
の
は
熊
谷
直
堅
し
か
い
な
い
。

た
だ
し
、
先
の
『
笠
や
ど
り
』
の
八
月
一
九
日
に
「
姨
捨
に
て
わ
か
れ

し
本
洗
馬
村
可
臨
子
、
歌
よ
み
け
る
二
人
と
と
も
に
出
合
」
と
あ
り
、

真
澄
と
直
堅
は
「
歌
よ
み
け
る
二
人
」
で
あ
る
が
、
俳
人
の
可
臨
も
同

行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
和
歌
を
重
ん
じ
た
『
わ
が
こ
こ

ろ
』
で
は
可
臨
（
宣
甫
）
の
姿
は
見
え
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
末
尾
の
一
三
人
に
よ
る
六
二

首
の
詠
歌
は
い
つ
詠
ま
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
は
記
載
が

な
く
、
②
は
姨
捨
山
で
の
詠
歌
と
見
た
よ
う
だ
が
、
③
は
「
戻
っ
て
か

ら
の
ち
、
洞
月
を
中
心
と
し
た
歌
会
の
席
で
詠
ん
だ
歌
」
と
改
め
た
。

④
は
「
洞
月
を
中
心
に
し
た
歌
会
の
書
式
で
書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

洗
馬
で
歌
だ
け
詠
ん
だ
人
が
半
数
以
上
い
た
は
ず
で
す
」
と
し
、
姨
捨

山
と
洗
馬
で
詠
ん
だ
歌
を
合
わ
せ
た
と
見
た
ら
し
い
。
⑤
は
場
を
特
定

し
て
い
な
い
が
、「
兼
題
」「
探
題
」
に
よ
る
「
歌
会
」
を
挙
げ
る
の
で
、

「
歌
会
」
を
念
頭
に
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

だ
が
、『
伊
那
の
中
路
』
に
も
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
に
も
、
歌
会
が
催

さ
れ
た
と
い
う
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
は
、
こ
の

一
三
人
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
同
じ
よ
う
に
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
三
溝

政
員
の
残
し
た
「
政
員
の
日
記
」（
柳
田
国
男
校
訂
『
伊
那
の
中
路　

わ
が
こ
ゝ
ろ
』）
か
ら
知
ら
れ
る
。「
卯
の
と
し
葉
月
更
級
へ
を
さ
め
た

い
ま
つ
る
と
て
よ
み
侍
れ
ど
そ
の
数
に
は
加
へ
ず
」「
白
井
う
し
の
な

を
し
」
と
し
て
、「
十
四
夜
」「
山
月
明
」「
月
出
山
」「
月
前
風
」「
月

前
恋
」「
寄
月
祝
」「
虫
」「
十
五
夜
の
月
く
も
り
け
れ
ば
」「
同
」「
十
六

夜
」
の
歌
題
で
各
一
首
が
並
ぶ
。
こ
れ
ら
は
こ
の
と
き
の
詠
歌
だ
っ
た

が
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
わ
が
こ
こ
ろ
』
は
、
最
初
の
歌
群
は
歌
題
が
な
い
が
、
詠
ま
れ
た

歌
か
ら
み
る
と
「
姨
捨
月
」
の
よ
う
な
歌
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
そ
の

後
に
「
月
出
山
」「
山
月
明
」「
月
前
風
」「
月
前
恋
」「
寄
月
祝
」
が
続

く
。
こ
れ
ら
の
歌
題
が
政
員
の
歌
題
と
共
通
す
る
の
は
、
両
者
が
別
の

機
会
に
詠
ま
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
を
示
す
。
想
像
を
た
く
ま
し

く
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
歌
会
が
催
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
真
澄
が

一
二
人
に
更
級
の
姨
捨
山
に
奉
納
す
る
こ
と
を
前
提
に
歌
題
を
示
し
て

求
め
、
集
ま
っ
た
歌
を
こ
の
よ
う
に
整
え
て
奉
納
し
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。『
わ
が
こ
こ
ろ
』
に
奉
納
の
記
述
は
な
い
が
、
真
澄
が
訪
れ
た

観
音
堂
・
八
幡
宮
・
神
宮
寺
の
ど
こ
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
政
員
も

懸
命
に
歌
を
詠
み
、師
匠
の
真
澄
が
添
削
し
た
が
、ま
だ
修
業
中
で
あ
っ

た
た
め
か
、
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。「
そ
の
数
に
は
加
へ
ず
」
と
い
う

の
は
、
奉
納
の
詠
歌
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
ち
が

い
な
い
。

　

注
１�　
『
菅
江
真
澄
和
歌　

全
歌
編
（
第
一
版
）』（
秋
田
県
立
博
物
館
菅
江
真
澄
資
料
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セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）
は
九
七
首
を
数
え
る
。
直
堅
の
五
首
を
除
い
た
の
は

よ
い
と
し
て
も
、
往
路
の
「
わ
け
ゆ
か
ん
」
の
一
首
と
末
尾
の
題
詠
に
あ
る
秀
雄

の
六
首
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。

２�　

矢
羽
勝
幸
『
姨
捨
山
の
文
学
』
で
は
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
池
西
言
水

『
東
日
記
』
が
「
田
毎
の
月
」
を
詠
ん
だ
俳
諧
の
初
見
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
新

し
い
俳
枕
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
和
歌
に
親
し
ん
だ
真
澄
が
田
毎
の
月
に
違
和
感

が
あ
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。

３�　
「
路
の
か
た
は
ら
に
か
た
し
ろ
作
た
る
は
」
と
あ
る
が
、こ
の
「
か
た
し
ろ
」
は
、

「
真
澄
遊
覧
記
信
濃
の
部　

地
名
と
人
名　

校
訂
本
附
録
」
の
「
神
宮
寺
」
に
、「
八

月
十
四
日
の
八
幡
の
花
火
に
は
、昔
は
此
別
当
と
神
主
と
で
鳥
居
を
入
つ
た
所
に
、

冨
士
の
山
形
と
高
砂
の
爺
婆
の
人
形
を
両
側
に
飾
つ
た
」
と
あ
る
の
と
関
係
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

４�　

矢
羽
勝
幸
『
姨
捨
山
の
文
学
』
に
は
、「
真
葛
の
増
補
し
た
の
は
碑
文
の
み
で
、

初
版
の
碑
面
に
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
」
と
あ
る
が
、
初
版
は
未
見
。
真
澄
も

単
な
る
「
記
憶
」
で
は
な
く
、『
わ
が
こ
こ
ろ
』
の
図
絵
の
正
確
さ
を
見
る
と
、

こ
う
し
た
図
絵
を
見
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

５�　

芭
蕉
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
に
は
、「
宮
城
野
の
萩
」
も
「
十
府
の
菅
菰
」
も

見
え
る
。
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真
澄
さ
ん
か
ら
学
ぶ
ア
イ
ヌ
の
文
化

　
　
　
　
　
　
　
『
蝦
夷
喧
辞
辯
』
に
み
る
「
理
氐
武
耆
」
考 北

海
道
大
学
客
員
教
授　
　

佐
々
木　
利　
和

　

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
『
蝦
夷
喧
辞
辯
』（
註
１
）
は
寛
政
元

（
一
七
八
九
）
年
四
月
二
○
日
福
山
（
松
前
）
を
発
ち
、
太
田
に
つ
く
。

そ
し
て
帰
路
江
差
を
経
て
六
月
三
○
日
に
福
山
に
帰
る
ま
で
の
日
記
で

あ
る
。

　

こ
の
日
記
中
に
は
ア
イ
ヌ
文
化
に
か
か
る
記
述
が
多
々
あ
る
。
真
澄

さ
ん
の
ア
イ
ヌ
文
化
記
述
に
つ
い
て
は
先
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
が
あ

る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
い
ま
さ
ら
そ
れ
に
付
け
加
え
る
何
ほ
ど
の
も
の

も
な
い
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
気
に
な
る
部
分
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ

で
は
内
田
武
志
氏
以
外
の
先
学
の
論
考
に
斟
酌
す
る
こ
と
な
く
、
真
澄

さ
ん
の
見
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
文
化
を
学
ん
で
み
よ
う
と
思
う
。

一　
理
氐
武
耆

　

こ
の
日
記
の
は
じ
め
、
四
月
一
九
日
「
…
れ
い
の
人
々
の
ま
ど
ゐ
に

け
ふ
も
く
れ
て
、
夜
ひ
と
よ
か
た
ら
ひ
、
と
り
の
鳴
づ
る
こ
ろ
、
わ
か

れ
の
盞
と
り
め
ぐ
ら
す
を
り
し
も
、
つ
ぶ
ね
、
か
ど
の
と
よ
り
し
は
ぶ

き
来
て
、
文
子
の
お
ほ
ん
も
と
よ
り
こ
れ
ま
ゐ
り
た
り
と
て
…
」
と
文

子
の
御
方
よ
り
「
か
げ
さ
ら
す
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
の
そ
ふ
ぞ
と
も
し
ら
で

山
路
を
ひ
と
り
わ
く
ら
ん
」
と
の
和
歌
が
贈
ら
れ
た
。
返
歌
を
詠
み
な

が
ら
、
三
月
の
初
め
に
や
は
り
文
子
の
御
方
よ
り
「
遠
つ
蝦
夷
人
の
つ

と
に
も
て
わ
た
り
た
り
し
理
氐
武
耆
て
ふ
か
だ
ま
や
う
の
も
の
を
贈
せ

給
ふ
に
そ
へ
て
」
つ
ぎ
の
和
歌
が
贈
ら
れ
る
。

　
　

�

き
み
に
け
ふ
い
ざ
贈
り○

○

○

○

て
む
木
々
の
枝
の
花
こ
き
入
る
籠
に
も
な

れ
や
と

真
澄
さ
ん
は
返
し
て

　
　

�

こ
ぎ
入
て
と
く
帰
り○

○

○

○

て
ん
き
み
が
た
め
見
ぬ
山
く
ま
の
花
の
さ
か

り
を

と
詠
ん
だ
。

　

ど
ち
ら
も
理
氐
武
耆
を
「
り
て
む
き
」「
り
て
ん
き
」
と
し
て
詠
み

込
ん
で
お
り
、
そ
し
て
真
澄
さ
ん
に
よ
る
理
氐
武
耆
の
図
が
添
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
リ
テ
ン
キ
（
本
稿
で
は
こ
の
語
を
用
い
る
）
は
「
木
々

の
枝
の
花
こ
き
入
る
籠
に
も
な
れ
や
」
と
の
歌
意
に
そ
う
よ
う
な
編
み

籠
の
形
態
を
真
澄
さ
ん
は
写
し
て
い
る
。

　

真
澄
さ
ん
の
描
い
た
図
（
図
１
～
３
）
を
よ
く
み
る
と
、
リ
テ
ン
キ

は
底
部
、
胴
回
り
、
口
縁
部
と
三
様
の
異
な
っ
た
編
み
方
を
し
て
お
り
、
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と
く
に
、
開
口
部
は
し
ぼ
っ
て
閉
じ
る
た
め
の
赤
い
括
り
紐
（
口
紐
ま

た
提
げ
緒
）を
用
い
て
い
る
。
括
り
紐
は
口
縁
部
近
く
で
ま
と
め
ら
れ
、

緒
締
め
で
あ
ろ
う
か
、
蜜
柑
珠
（
ミ
カ
ン
の
皮
を
剝
い
た
形
を
し
た
練

り
珠
）
が
あ
り
、
紐
の
端
近
く
に
は
青
珠
な
ど
数
個
の
小
珠
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
小
珠
の
様
子
か
ら
考
え
て
み
る
に
こ
の
括
り
紐
は
そ

ん
な
に
太
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
と
な
る
と
、
こ
の
リ
テ
ン
キ
な
る

も
の
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
か
か
る
編
み

籠
の
類
に
こ
こ
ま
で
珠
を
使
っ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。

　

真
澄
さ
ん
が
「
理
氐
武
耆
て
ふ
か
だ
ま
や
う
の
も
の
」
と
記
し
た
理

由
で
あ
る
が
、
内
田
氏
は
「
リ
テ
ム
ギ
と
い
う
籠
の
よ
う
な
も
の
」
と

こ
の
部
分
を
訳
し
て
い
ら
れ
る
（
註
２
）。「
か
だ
ま
や
う
の
も
の
」
は
「
堅

間
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り
、
堅
間
は
か
た
ま
で
あ
り
、
目
を
細
か
く
編

ん
だ
（
な
い
し
は
目
無
し
の
）
籠
の
こ
と
で
あ
る
。
内
田
氏
は
単
純
に

「
籠
」
と
さ
れ
た
。
リ
テ
ン
キ
が
堅
間
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
真

澄
さ
ん
の
胴
部
の
編
み
方
の
細
か
い
描
写
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

文
子
の
御
方
の
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
「
遠
つ
蝦
夷
人
の
つ
と
に
も
て
わ

た
り
た
り
し
」
と
あ
る
の
を
、
内
田
氏
は
「
遠
い
蝦
夷
人
が
み
や
げ
に

も
っ
て
き
た
渡
来
物
」
と
読
む
。
こ
の
場
合
、「
つ
と
」
は
「
苞
」
で

み
や
げ
も
の
の
こ
と
。
で
は
こ
れ
を
齎
し
た
「
遠
つ
蝦
夷
人
」、
す
な

わ
ち
遠
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
と
は
だ
れ
か
と
い

う
問
題
に
な
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
真
澄
さ
ん
の
図
を
見
て
ほ
し
い
。

括
り
紐
（
提
げ
緒
）
に
蜜
柑
珠
や
青
珠
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

珠
類
で
あ
る
。
種
類
（
赤
、
青
、
白
の
小
珠
）、
大
き
さ
か
ら
み
て
お

そ
ら
く
は
山さ
ん
た
ん靼

渡
り
の
珠
（
樺
太
珠
と
も
）
で
あ
ろ
う
（
緒
締
め
の
蜜

柑
玉
は
こ
れ
が
お
そ
ら
く
最
も
古
い
描
写
で
あ
ろ
う
）。大
陸
の
ア
ム
ー

ル
川
河
口
付
近
に
住
む
山
靼
人
か
ら
樺
太
ア
イ
ヌ
が
そ
れ
を
得
、
そ
し

て
樺
太
ア
イ
ヌ
（
あ
る
い
は
ソ
ウ
ヤ
ア
イ
ヌ
）
が
編
ん
だ
リ
テ
ン
キ
に

用
い
た
。
つ
い
で
に
い
え
ば
、
恐
ら
く
木
綿
と
思
わ
れ
る
赤
い
括
り
紐

（
提
げ
緒
）
自
体
も
大
陸
か
ら
齎
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
い
。

　

文
子
の
御
方
の
「
遠
つ
蝦
夷
人
」
は
、
遠
く
の
地
に
住
む
ア
イ
ヌ
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
、
西
蝦
夷
で
も
東
蝦
夷
で
も
遠
く
離
れ
た
地
域
に
住

む
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
の
事
を
さ
し
て
い
る
。
と
な
る
と
、
ソ
ウ
ヤ
や
カ

ラ
フ
ト
、
東
で
は
ネ
ム
ロ
や
ク
ナ
シ
リ
、
エ
ト
ロ
フ
ま
た
北
千
島
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。北
千
島
ア
イ
ヌ
の
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
樺
太
ア
イ
ヌ
な
い
し
は
ソ
ウ
ヤ
ア
イ
ヌ
に
比
定
し
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

樺
太
ア
イ
ヌ
か
ら
リ
テ
ン
キ
を
手
に
入
れ
た
ソ
ウ
ヤ
ア
イ
ヌ
（
あ
る

い
は
ソ
ウ
ヤ
ア
イ
ヌ
の
作
）
に
よ
っ
て
福
山
に
齎
さ
れ
た
と
み
る
の
が

妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
一
八
世
紀
の
後
半
こ
ろ
、
ソ
ウ

ヤ
の
お
さ
チ
ョ
ウ
ケ
ン
が
福
山
に
ウ
イ
マ
ム
に
き
て
お
り
、
そ
の
時
の

絵
が
遺
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
（
図
４
、
チ
ョ
ウ
ケ
ン
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の
画
像
は
い
く
つ
か
伝
存
す
る
。
何
れ
も
長
く
白
い
ヒ
ゲ
で
描
か
れ

る
）。
ウ
イ
マ
ム
と
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
が
隣
接
す
る
諸
邦
の
首
長
と

行
う
交
易
の
一
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
蝦
夷
錦
（
山
靼
錦
、
さ
む
だ
ん

に
し
き
）
を
身
に
着
け
た
チ
ョ
ウ
ケ
ン
は
白
髯
翁
と
し
て
知
ら
れ
、
そ

の
長
い
鬚
の
幾
筋
か
を
松
前
侯
に
も
献
上
し
た
と
い
う
。
そ
の
傍
ら
の

女
性
が
持
つ
手
籠
様
の
も
の
（
リ
テ
ン
キ
か
も
？
）
の
中
に
は
山
靼
珠

が
い
っ
ぱ
い
に
は
い
っ
て
い
る
。
山
靼
珠
は
貴
重
な
交
易
品
で
も
あ
っ

た
。

　

こ
の
リ
テ
ン
キ
を
チ
ョ
ウ
ケ
ン
が
齎
し
た
か
ど
う
か
は
お
く
も
、
ソ

ウ
ヤ
ア
イ
ヌ
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
リ
テ

ン
キ
を
作
る
素
材
の
美
し
さ
、
そ
し
て
ウ
イ
マ
ム
の
苞
と
し
て
齎
さ
れ

た
山
靼
珠
を
用
い
た
編
み
籠
を
、
文
子
の
御
方
の
手
元
に
松
前
侯
か
ら

く
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
真
澄
さ
ん
に
下
賜
さ
れ
た
。
図

は
下
賜
さ
れ
た
リ
テ
ン
キ
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、

リ
テ
ン
キ
と
い
う
名
称
自
体
、
文
子
の
御
方
が
使
わ
れ
た
名
称
で
あ
る

こ
と
は
、
そ
の
和
歌
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

　

リ
テ
ン
キ
の
作
り
方
に
つ
い
て
真
澄
さ
ん
は『
し
の
の
は
ぐ
さ
』（
註
３
）

で
「
此
草
〈
牟
呂
知
具
佐　

む
ろ
ち
ぐ
さ
〉
の
夏
刈
を
も
て
、
奥
蝦
夷

人
の
婦
人
（
メ
ノ
コ
）
ど
も
、
か
だ
ま
の
や
う
な
る
も
の
を
、
く
さ

く
の
あ
や
を
な
し
て
編
（
ア
ミ
）
な
せ
り
、
そ
の
名
を
、
そ
れ
ら
が

詞
に
理
弖
牟
冝（
リ
テ
ン
ギ
）と
い
ふ
、松
前
に
て
は
是
を
蝦
夷
小
出（
エ

ゾ
コ
ダ
ス
）
と
い
ふ
」
と
し
、
そ
し
て
ム
ロ
チ
に
つ
い
て
は
『
え
み
し

の
さ
え
き
』（
註
４
）
の
水
屋
付
近
で
「
室
茅
〈
ム
ロ
チ
〉（
は
ま
に
ん
に
く
）

と
い
ふ
草
も
て
こ
ま
が
た
作
り
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ム
ロ

チ
を
素
材
と
し
た
リ
テ
ン
キ
に
は
ふ
れ
て
は
い
な
い
。
つ
い
で
『
か
た

ゐ
袋
』（
註
５
）で「
ひ
ん
か
し
に
あ
た
り
た
る
、あ
ひ
の
ゝ
主
人（
ヲ
ト
ナ
）、

夏
の
比
、
リ
テ
ン
ギ
と
も
た
ゝ
テ
ギ
と
も
い
ふ
も
の
を
／
あ
ミ
け
る
草

に
て
、笠
つ
く
り
て
か
ふ
れ
と
も
、か
り
て
の
を
ハ
な
か
り
け
り
、か
ゝ

る
こ
と
す
れ
ハ
と
て
／
め
の
こ
し
、ウ
タ
レ
ハ
笠
き
さ
り
け
り
…
」（
／

は
改
行
、以
下
同
じ
）と
も
書
く
。
内
田
氏
は『
松
前
と
菅
江
真
澄
』「
真

澄
採
録
の
ア
イ
ヌ
語
」中
で「
リ
テ
ン
ギ　

あ
み
笠
」（
註
６
）と
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
リ
テ
ン
キ
で
あ
る
。
は
じ
め
て
、『
蝦
夷
喧
辞
辯
』
を

手
に
と
っ
た
時
の
違
和
感
が
そ
の
語
で
あ
っ
た
。「
遠
つ
蝦
夷
」
つ
ま

り
千
島
ア
イ
ヌ
や
樺
太
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
が
作
る
編
み
籠
は「
テ
ン
キ
」

の
名
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
、「
リ
テ
ン
キ
」
な
る
名
称
を
も
つ
も
の
は

現
在
に
伝
世
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
め
に
私
自
身
、
つ
ま
り
は
真
澄
さ

ん
の
聞
き
違
い
か
な
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
寛
政
九
（
一
七
九
七
）
年
に
栗
本
丹
州
（
瑞
見
）
が
写
し
た

国
会
図
書
館
本『
蝦
夷
草
木
図
説
』（
小
林
豊
章
画
、瑞
見
本
）の「
ム
リ
」

と
い
う
草
の
項
に
、小
林
豊
章
が
カ
ラ
フ
ト
島
リ
シ
ユ
ン
ナ
イ（
ク
シ
ュ

ン
ナ
イ
の
誤
か
）
で
写
し
た
ム
リ
草
の
図
に
添
え
て
、
丹
州
自
身
の
註
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記
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
ム
リ
と
い
う
植
物
は
漢
名
で
蒒し
そ
う草
、
和
名

を
コ
ウ
ボ
ウ
麦
と
い
う
も
の
で「
此
物
初
生
極
テ
堅
鋭
／
錐
頭
ノ
如
シ
、

跣
足
ニ
シ
テ
是
ヲ
踏
ハ
足
ヲ
傷
ル
、
其
葉
／
長
シ
テ
後
柔
韌
ニ
シ
テ
、

席
ヲ
織
リ
、又
、袋
ニ
造
ル
、夷
語
／
リ
テ
ン
ギ
ト
云
ル
ヨ
シ
」
と
あ
り
、

こ
れ
で
造
っ
た
袋
を
ア
イ
ヌ
語
で
「
リ
テ
ン
ギ
」
と
い
う
の
で
あ
る
と

（
註
７
）。
小
林
豊
章
は
寛
政
四
年
に
最
上
徳
内
ら
と
実
際
に
カ
ラ
フ
ト
に

赴
き
、
植
物
の
写
生
を
行
っ
て
い
る
。

　

と
は
い
う
も
の
の
こ
の
註
記
は
丹
州
の
も
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば

豊
章
の
初
稿
本
と
さ
れ
て
い
る
内
閣
文
庫
本『
蝦
夷
草
木
譜
』で
は「
ヘ

イ
ヱ
キ
ナ
／
カ
ラ
フ
ト
島
西
ノ
方
リ（
マ
マ
）シ

ュ
ン
ナ
イ
ニ
テ
写
／
此
草
ヲ
製

シ
懐
中
物
等
入
ル
袋
ニ
織
リ
、
或
ハ
フ
コ
／
ビ
ク
ノ
類
ニ
拵
ル
也
」
と

あ
る
。
植
物
名
を
ム
リ
で
は
な
く
ヘ
イ
ヱ
キ
ナ
と
い
う
名
称
を
使
っ
て

い
る
が
図
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
ま
た
や
は
り
豊
章
の
自
筆
と
さ
れ
る

函
館
市
中
央
図
書
館
本
の
『
蝦
夷
地
草
木
写
生
図
』
で
は
同
一
の
図
に

「
ム
リ
／
カ
ラ
フ
ト
島
ク
シ
ュ
ン
ナ
イ
」
と
名
称
と
地
名
を
記
す
だ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
リ
テ
ン
ギ
は
小
林
豊
章
自
身
の
と
い
う
よ
り
も
栗

本
丹
州
が
つ
け
た
名
称
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
荒
山
千
恵
氏
に
よ
る
と
木
村
蒹
葭
堂
も
リ
テ
ン
キ
の
名
称
を

使
っ
て
い
る
と
い
う
（
註
８
）。

　

そ
し
て
後
述
す
る
知
里
真
志
保
氏
の
指
摘
さ
れ
たten-ki<riten-

ki[

や
わ
ら
か
い
・
稈]

か
ら
考
え
て
テ
ン
キ
は
リ
テ
ン
キ
に
由
来
す
る

と
い
う
説
が
大
き
な
存
在
と
な
る
。
文
子
の
御
方
の
「
り
て
む
き
」
は

こ
のriten-ki[

や
わ
ら
か
い
・
稈]

の
意
で
あ
り
、
そ
れ
が
編
み
籠
の

名
称
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

二　
テ
ン
キ

　

で
は
テ
ン
キ
と
は
な
に
か
。
ま
ず
ア
イ
ヌ
語
の
辞
書
か
ら
み
て
み
よ

う
。

　
Ｊ･

バ
チ
ラ
ー
の『
ア
イ
ヌ
・
英
・
和
辞
典
』で
は「Tenki　

テ
ン
キ
、

籠
（
藁
製
ノ
）.n.A�kind�of�w

oven�basket�m
ade�of�the�leaves�

of�Elim
us m

ollis.

」
と
あ
る
。
さ
ら
に
「M

uri　

ム
リ
、
ハ
マ
ニ
ン

ニ
ク
、
テ
ン
キ
ク
サ
、Elim

us m
ollis.Trin. M

uri�grow
s�on�sandy�

beaches�and�w
as�form

erly�used�in�m
aking�bags,hats,and�

baskets

」
と
記
す
。（『
ア
イ
ヌ
・
英
・
和
辞
典
』
第
四
版
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
一
）

　

知
里
真
志
保
氏
の
『
分
類
ア
イ
ヌ
語
辞
典
・
植
物
篇
』
に
よ
る
と

「
テ
ン
キ
グ
サ　

ハ
マ
ニ
ン
ニ
ク　

Elim
us m

ollis.Trin.

」
の
項
に

m
urit(m

u-rit)

茎
葉
（
幌
別
）、m

orochi-kina(m
o-ro-ci-ki-na)

茎

葉
（
え
と
ろ
ふ
）
な
ど
の
ア
イ
ヌ
語
を
あ
げ
て
、
そ
の
上
で
「
参
考
」

と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
茎
を
乾
燥
し
て
〈
て
ン
キ
〉

tenki

と
称
す
る
糸
や
針
な
ど
を
入
れ
る
小
型
の
容
器
を
編
ん
だ
（
幌

別
、
え
と
ろ
ふ
）。
テ
ン
キ
グ
サ
と
ゆ
う
名
称
わ
テ
ン
キ
を
編
む
草
の
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義
で
あ
ろ
う
」
と
い
い
、
そ
し
て
「
但
し
、
テ
ン
キ
な
る
語
わ
、
ⅰ

「
手
笥
」
な
ど
と
ゆ
う
よ
う
な
日
本
語
が
あ
っ
て
そ
れ
が
ア
イ
ヌ
語
に

と
り
い
れ
ら
れ
た
か
、
ⅱ
或
い
わ
そ
れ
が
固
有
語
だ
と
す
れ
ば
こ
の
草

を
も
と
テ
ン
キ
と
云
い
、
そ
れ
で
編
ん
だ
容
器
だ
か
ら
テ
ン
キ
と
云
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。ten-ki<riten-ki[

や
わ
ら
か
い
・
稈]

か
。
こ
れ
で

笠
も
作
っ
た
ら
し
い
（
真
澄
遊
覧
記
）」
と
指
摘
す
る
。（『
分
類
ア
イ

ヌ
語
辞
典
』
植
物
篇
、『
知
里
真
志
保
氏
著
作
集　

別
巻
Ⅰ
、
平
凡
社
、

一
九
七
六
』）

　

ま
た
久
保
寺
逸
彦
氏
の
『
ア
イ
ヌ
語
・
日
本
語
辞
典
稿
』
に
よ
れ
ば
、

「tenki　

n　

草
籠　

テ
ン
キ
草
を
乾
燥
し
て
編
む
、
糸
、
針
な
ど
の

小
物
入
れ
（
網
走
）」
と
あ
る
。
文
中
、
ｎ
と
あ
る
の
は
名
詞
の
意
。

網
走
で
採
録
し
た
語
で
あ
る
。
久
保
寺
氏
は
テ
ン
キ
草
を
乾
燥
し
て
編

ん
だ
草
籠
で
あ
る
と
い
う
。（『
ア
イ
ヌ
語
・
日
本
語
辞
典
稿
』、『
久
保

寺
逸
彦
著
作
集
』
４
、
草
風
館
、
二
○
二
○
）

　

さ
ら
に
テ
ン
キ
を
『
言
海
』
で
み
る
と
「
蝦
夷
語
ナ
ラ
ム
」
と
し
た

上
で
、「
北
海
道
ニ
産
ス
ル
一
種
ノ
草
ノ
名
、
茎
極
メ
テ
細
ク
麗
ハ
シ
、

夾
袋
（
カ
ミ
イ
レ
）、
提
籠
ナ
ド
編
ミ
作
ル
」
と
す
る
。

　

こ
こ
で
い
う
「tenki　

テ
ン
キ
」
は
と
も
に
ア
イ
ヌ
語
と
す
る
。

つ
ま
り
、
日
本
語
の
テ
ン
キ
グ
サ
で
編
ん
だ
籠
を
ア
イ
ヌ
語
で
テ
ン
キ

と
い
い
、
テ
ン
キ
グ
サ
は
ア
イ
ヌ
語
で
は
ム
リ
ッ
と
か
モ
ロ
チ
キ
ナ
と

い
う
の
で
あ
る
と
。
ま
た
河
野
広
道
氏
は
「
テ
ン
キ
草
（
ハ
マ
ム
ギ
）

そ
の
他
の
野
草
を
以
て
手
提
げ
を
編
ん
だ
…
」（『
東
亜
民
族
要
誌
資
料
』

第
二
輯
、
一
九
四
四
、
帝
国
学
士
院
）
と
い
う
。

　

前
出
の
『
蝦
夷
地
草
木
写
生
図
』
な
ど
の
植
物
名
や
図
の
比
較
検
討

を
お
こ
な
っ
た
林
・
水
島
氏
ら
は
ム
リ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
（
註
９
）。

　
　

�「
ム
リ
」（
テ
ン
キ
グ
サ
、
ク
シ
ュ
ン
ナ
イ
）
は
、
樺
太
ア
イ
ヌ
名

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
宮
部
ら
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

樺
太
ア
イ
ヌ
名
は
「
ラ
イ
ム
ン
」、「
タ
ベ
ン
ベ
」
で
あ
る
の
に
対

し
、
北
海
道
ア
イ
ヌ
名
は
「
ム
リ
」
と
の
記
載
が
あ
り
（
宮
部
・

三
宅　

一
九
一
五
［585

］）、
矛
盾
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

宮
部
の
調
査
が
独
自
に
行
わ
れ
、
豊
章
の
成
果
に
影
響
さ
れ
ず
に

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
土
人
（
北
海
道
ア
イ
ヌ
）
之
ヲ
以
テ
蓆

ヲ
製
ス
樺
太
及
千
島
「
ア
イ
ヌ
」
は
袋
、
帽
子
、
畚
、
魚
、
其
他

器
具
ヲ
編
製
ス
甚
タ
強
シ
」
と
あ
る
。（
宮
部
・
三
宅　

一
九
○

七
［67

］）。

　

と
こ
ろ
で
テ
ン
キ
に
図
を
添
え
て
紹
介
し
た
早
い
例
は
松
前
広
長
の

『
松
前
志
』（
天
明
元
〈
一
七
八
一
〉
年
序
）
で
あ
ろ
う
（
註
10
）。
そ
れ

に
は
「
テ
ン
キ
／
方
俗
コ
レ
ヲ
コ
タ
ス
ト
云
、
テ
ン
キ
ハ
夷
方
ノ
詞
ナ

リ
／
是
、
尋
常
ノ
雑
物
ニ
ア
ラ
ス
、
水
草
ニ
テ
編
タ
ル
モ
ノ
ナ
／
リ
、

兵
糧
ヲ
入
ヘ
キ
器
ナ
リ
、
是
亦
、
北
韃
ノ
産
ナ
リ
、
図
左
／
ノ
ゴ
ト
シ

／
テ
ン
キ
（
図
あ
り
）
／
或
云
、
夷
人
ノ
ム
ル
チ
ト
云
ヘ
／
ル
草
ハ
此
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物
ヲ
制
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
ソ
、
未
詳
」
と
み
え
る
。
こ
こ
で
、
ム
ル
チ

と
い
う
草
で
編
ん
だ
テ
ン
キ
は
日
本
語
の
方
言
で
は
「
コ
ダ
ス
」
と
い

い
、
テ
ン
キ
と
は
ア
イ
ヌ
語
で
あ
る
と
。
コ
ダ
ス
は
小
出
し
。

　

つ
い
で
秦
檍
麿
の
『
蝦
夷
島
奇
観
』
に
は
「
テ
ン
キ
図　

モ
ロ
チ
に

て
編
た
り
、
大
小
種
々
あ
り
、
エ
ト
ロ
ー
島
シ
コ
タ
ン
島
の
二
島
に
出

る
、
女
夷
の
作
る
処
な
り
、
美
工
密
製
、
愛
玩
す
へ
し
」（
図
５
）。
ま

た
モ
ロ
チ
に
つ
い
て
は
、「
モ
ロ
チ
キ
ナ
写
生
／
此
草
、
蝦
夷
地
砂
浜

何
処
／
に
も
産
せ
り
、
奥
地
に
至
に
／
し
た
か
ひ
、
能
生
せ
り
、
シ
コ

タ
ン
／
島
、
エ
ト
ロ
ー
島
勝
れ
て
長
し
、
／
新
苗
を
刈
捨
、
夫
よ
り

生
出
た
る
／
葉
を
中
秋
に
刈
り
、
テ
ン
キ
と
／
い
ふ
編
袋
に
製
せ
り
」

と
い
う
（
註
11
）。
松
前
広
長
の
い
う
ム
ル
チ
、
秦
檍
麿
の
い
う
モ
ロ
チ
、

ま
た
モ
ロ
チ
キ
ナ
は
同
一
の
語
で
あ
る
こ
と
は
前
記
の
知
里
辞
典
の
例

か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
秦
檍
麿
が
指
摘
す
る
「
美
工
密
製
、

愛
玩
す
へ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
美
し
く
細
工
が
密
で
あ
り
、
愛
玩
す

べ
き
も
の
が
テ
ン
キ
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
谷
文
晁
の
朱
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
『
蝦
夷
器
物
屋
宇
図
』

の
テ
ン
キ
部
で
あ
る
（
註
12
）。
文
晁
、
谷
元
旦
に
関
わ
る
テ
ン
キ
の
図

を
あ
げ
て
お
い
た
（
図
６
～
８
）
が
、
す
べ
て
編
み
袋
で
真
澄
さ
ん
の

リ
テ
ン
キ
の
図
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
初
期
に
描
か
れ

た
テ
ン
キ
図
の
中
で
は
、『
蝦
夷
島
奇
観
』
の
図
が
も
っ
と
も
細
か
く

よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
テ
ン
キ
に
つ
い
て
は
真
澄
さ
ん
も
前
述
の『
か
た
ゐ
袋
』で「
あ

る
人
あ
ひ
の
ゝ
糸
針
い
ろ
い
ろ
の
も
の
入
る
テ
キ
と
い
ひ
て
ム
ル
チ
と

い
ふ
草
に
て
あ
ミ
た
る
帒
（
ふ
く
ろ
）
の
こ
と
き
も
の
い
た
し
て
く
れ

ぬ
、
こ
は
カ
ラ
フ
ト
嶋
よ
り
い
た
せ
る
う
つ
ハ
に
て
、
し
や
も
ハ
是
を

ム
ル
コ
ダ
ス
と
い
ふ
も
の
な
り
」
と
し
て
ム
ル
チ
と
い
う
草
で
編
む
テ

キ
（
テ
ン
キ
）
の
存
在
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
「
し
や
も
ハ
是
を
ム
ル

コ
ダ
ス
と
い
ふ
」と
あ
る
の
は
ム
ル
チ
の
コ
ダ
ス
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

『
し
の
の
は
ぐ
さ
』で
は「
松
前
に
て
は
是
を
蝦
夷
小
出（
エ
ゾ
コ
ダ
ス
）

と
い
ふ
」
と
あ
る
蝦
夷
小
出
（
註
13
）
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と

は
疑
い
な
か
ろ
う
。

　

さ
ら
に
付
記
す
れ
ば
、
テ
ン
キ
で
は
な
い
が
ア
イ
ヌ
の
編
み
物
の

席
（
む
し
ろ
）
に
つ
い
て
松
浦
武
四
郎
は
『
蝦
夷
訓
蒙
図
彙
』（
巻
の

二
）
の
な
か
で
「
席　

キ
ナ　

土
人
の
家
皆
越
是
を
し
け
り
／
キ
ナ
と

は
草
の
惣
名
な
る
を
、
い
つ
の
頃
よ
り
か
席
も
の
を
し
て
キ
ナ
と
惣
称

す
る
事
、
如
何
な
る
事
か
、
扨
、
土
人
此
キ
ナ
を
織
る
に
、
菰
カ
ン
ナ

ル
シ
、
蒲
シ
イ
キ
ナ
、
菁
茅
ウ
ム
サ
キ
ナ
、
蒒
草
（
て
ん
き
く
さ
）
ム

リ
、
水
葱
（
か
や
）
カ
ト
ギ
、
磚
子
苗
（
く
ぐ
、
は
ま
す
げ
）
ク
ゝ
、

蔗
（
ま
こ
も
）、其
余
も
処
ゝ
に
て
有
れ
ど
も
、其
大
略
か
く
の
ご
と
し
」

（
秋
葉
実
編
『
松
浦
武
四
郎
選
集
』
二
、
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
七
に
よ
る
）
と
記
し
、
蒒
草
（
し
そ
う
）
を
、
て
ん
き
く
さ
と

読
ま
せ
、
ム
リ
の
ア
イ
ヌ
語
を
当
て
て
い
る
。
な
お
、
蒒
草
は
『
大
漢
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和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
か
う
ば
う
む
ぎ
、
は
ま
む
ぎ
。
自
然
穀
、
禹
餘

糧
」
で
あ
る
と
。

　

編
み
籠
と
し
て
の
テ
ン
キ
に
つ
い
て
は
藪
中
剛
司
氏
（
註
14
）
や
小
杉

康
氏
（
註
15
）、
斎
藤
和
範
氏
（
註
16
）、
荒
山
千
恵
氏
（
註
17
）
ら
の
詳
細
な
論

考
が
あ
り
、
多
く
は
そ
ち
ら
に
譲
る
こ
と
と
し
て
、
伝
世
す
る
テ
ン
キ

に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

藪
中
氏
は
伝
世
す
る
テ
ン
キ
を
二
種
に
分
か
つ
。一
は
袋
状
の
も
の
、

今
一
は
容
器
状
の
も
の
で
あ
る
（
註
14
）。

　

袋
状
の
も
の
は
真
澄
さ
ん
の
描
い
た
も
の
の
類
で
、
こ
こ
で
は
藪
中

氏
が
作
図
さ
れ
た
市
立
函
館
博
物
館
の
資
料
（
開
拓
使
が
占
守
島
で
採

集
し
た
も
の
。
最
大
高
１
３
・８
㎝
、
口
縁
部
径
１
５
・０
㎝
。
黒
い
部

分
は
鯨
の
ヒ
ゲ
を
使
用
）
を
例
示
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
（
図
９
）。
容

器
状
の
も
の
は
蓋
つ
き
に
編
み
上
げ
技
法
に
よ
る
美
し
い
工
芸
品
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
に
は
笠
と
か
帽
子
な
ど
の
よ
う
に
服
飾
品
と
し
て
作
ら

れ
た
も
の
が
あ
る
。
多
く
は
千
島
ア
イ
ヌ
の
手
に
な
る
優
品
で
あ
る
。

主
な
も
の
を
図
版
で
示
し
た
（
図
10
～
15
）。

結
び
に
か
え
て

　

真
澄
さ
ん
の
い
わ
れ
る
理
氐
武
耆
、
そ
し
て
テ
ギ
に
つ
い
て
み
て
き

た
。

　
『
か
た
ゐ
袋
』
で
「
ひ
ん
か
し
に
あ
た
り
た
る
、あ
ひ
の
ゝ
主
人
（
ヲ

ト
ナ
）、
夏
の
比
、
リ
テ
ン
ギ
と
も
た
ゝ
テ
ギ
と
も
い
ふ
も
の
を
あ
ミ

け
る
草
に
て
、笠
つ
く
り
て
か
ふ
れ
」
と
笠
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、

そ
の
笠
に
つ
い
て
は
図
14
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
笠
は
、
ウ
ィ
ー
ン
万

国
博
覧
会
の
参
加
の
た
め
設
置
さ
れ
た
博
覧
会
事
務
局
か
ら
内
務
省
博

物
館
（
現
東
京
国
立
博
物
館
）
に
明
治
八
年
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
（
註
18
）。
北
海
道
ア
イ
ヌ
が
作
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し

か
し
名
称
や
ど
こ
で
採
集
し
た
か
に
関
す
る
明
確
な
資
料
と
い
う
も
の

は
伴
っ
て
い
な
い
（
註
19
）。
が
、
真
澄
さ
ん
が
リ
テ
ン
キ
や
テ
ン
キ
を

編
む
草
で
笠
を
作
っ
た
と
記
す
、
そ
の
笠
で
あ
る
。
内
田
氏
が
い
わ
れ

る
リ
テ
ン
キ
と
い
う
編
み
笠
が
か
か
る
状
態
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を

う
ら
づ
け
る
資
料
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
テ
ン
キ
草
製

の
笠
は
こ
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

　

さ
て
理
氐
武
耆
と
理
弖
牟
冝
で
あ
る
。
真
澄
さ
ん
は
ど
ち
ら
も
リ
テ

ン
ギ
と
読
む
。
耆
は
キ
、ギ
い
ず
れ
も
読
め
る
が
冝
は
ギ
だ
け
で
あ
る
。

真
澄
さ
ん
は
名
称
を
リ
テ
ン
ギ
と
称
し
た
。
ア
イ
ヌ
語
で
は
ガ
行
音
と

カ
行
音
は
音
韻
が
共
通
で
あ
る
か
ら
ど
ち
ら
で
も
構
わ
な
い
。
だ
が
真

澄
さ
ん
の
ア
イ
ヌ
語
は
濁
音
表
記
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
語
の

漢
字
表
記
を
含
め
て
真
澄
さ
ん
の
表
記
法
を
き
ち
ん
と
学
ん
で
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
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真
澄
さ
ん
は
『
し
の
の
は
ぐ
さ
』
の
「
牟
呂
知
具
佐
」
の
項
の
最
後

に
　
　

�

お
の
れ
松
前
に
在
り
つ
る
と
き
、
文
子
（
ア
ヤ
コ
）
の
御
方
よ
り

理
弖
牟
冝
を
、
春
の
こ
ろ
西
磯
ノ
江
差
に
行
事
あ
る
を
り
し
も
給

は
り
け
る
、
そ
の
も
の
に
そ
へ
て

　
　
　
　

�

皈
（
か
え
）
る
さ
は
花
こ
き
入
れ
よ
贈
り
て
む
き
み
か
旅
行

春
の
や
ま
ふ
み

　
　

と
あ
り
し
か
ば
、
そ
の
御
使
に
た
ぐ
へ
て

　
　
　
　

�

皈
る
さ
は
花
こ
き
入
れ
て
お
く
り
て
む
き
み
が
籠
あ
る
花
の

か
だ
ま
に

　
　

�

と
返
し
聞
え
奉
り
た
り
し
も
、
は
た
と
せ
を
過
ぬ
、
は
や
文
子
の

お
ほ
ん
か
た
も
、
と
し
老
て
か
く
れ
給
ひ
た
る
よ
し
。

と
書
い
て
い
る
。
文
子
の
御
方
と
の
和
歌
に
い
つ
手
を
入
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

文
子
の
御
方
の
和
歌

　
　

�

き
み
に
け
ふ
い
ざ
贈
り
て
む
木
々
の
枝
の
花
こ
き
入
る
籠
に
も
な

れ
や
と

を
　
　

�

皈
る
さ
は
花
こ
き
入
れ
よ
贈
り
て
む
き
み
か
旅
行
春
の
や
ま
ふ
み

と
詠
み
直
し
、
そ
し
て
真
澄
さ
ん
の
返
歌

　
　

�

こ
ぎ
入
て
と
く
帰
り
て
ん
き
み
が
た
め
見
ぬ
山
く
ま
の
花
の
さ
か

り
を

を
　
　

�

皈
る
さ
は
花
こ
き
入
れ
て
お
く
り
て
む
き
み
が
籠
あ
る
花
の
か
だ

ま
に

と
、
詠
み
直
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
も
り
て
む
き
、
り
て
ん
き
が
詠
み

込
ま
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
和
歌
と
し
て
優
れ
て
い
る
か
な
ど
と
は
い

う
ま
い
。
し
か
し
二
首
の
う
ち
ど
ち
ら
に
共
感
す
る
か
と
い
う
視
点
を

問
わ
れ
る
と
、
第
一
首
の
方
が
い
い
な
と
素
人
目
に
は
思
う
。

　

真
澄
さ
ん
の
記
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
文
化
の
一
端
に
つ
い
て
学
ん
で
き

た
。
い
ま
さ
ら
い
う
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
真
澄
さ
ん
は
ア
イ
ヌ

文
化
を
見
た
ま
ま
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
深
い
洞
察
力

と
他
州
の
文
化
を
知
っ
て
い
る
そ
の
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
記
録
で
あ

る
。

　

真
澄
さ
ん
か
ら
学
ぶ
こ
と
と
は
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

　

本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
秋
田
県
立
博
物
館
角
崎
大
氏
に
は
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
資
料
の
閲
覧
に
際
し
、
北
海
道
立
近
代
美

術
館
の
田
村
允
英
氏
、
道
立
三
岸
好
太
郎
美
術
館
の
五
十
嵐
聡
美
氏
に

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

註
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１　

�
内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
二
巻
、
一
九
七
一
、
未
来
社
。

以
下
、『
蝦
夷
喧
辞
辯
』
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
に
よ
る
。

２　

�

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
訳
『
菅
江
真
澄
遊
覧
記
』
２
、一
九
六
六
、
東
洋
文

庫
六
八
、
平
凡
社
。
以
下
、
現
代
語
訳
の
引
用
は
本
書
に
よ
る
。

３　

�

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
一
○
巻
、
一
九
七
四
、
未
来

社
。
以
下
、『
し
の
の
は
ぐ
さ
』
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
に
よ
る
。

４　

�『
蝦
夷
喧
辞
辯
』は
上
下
巻
に
分
か
れ
て
お
り
、上
巻
の
題
簽
に「
蝦
夷
喧
辞
辯
」、

下
巻
の
題
簽
に
「
え
み
し
の
さ
へ（

え
）き
」
と
あ
る
。
当
該
部
分
が
下
巻
に
記
述
さ

れ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

５　

�

内
田
武
志
・
宮
本
常
一
編
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
一
○
巻
、
一
九
七
四
、
未
来

社
。
以
下
、『
か
た
ゐ
袋
』
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
に
よ
る
。

６　

�

内
田
武
志
『
松
前
と
菅
江
真
澄
』、
昭
和
二
四
年
、
北
方
書
院
。

７　

�

こ
の
よ
う
な
記
述
は
土
岐
新
甫
『
東
蝦
夷
物
産
誌
』（
北
大
、
北
方
資
料
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
）
に
、

　
　

�「
ム
リ　

瀕
海
砂
地
者
極
て
多
し
、
津
軽
、
松
前
又
ム
リ
／
と
呼
ぶ
。
葉
長
数

尺
、
蒜
葉
に
似
て
強
靭
、
白
粉
ヲ
帯
／
茎
ヲ
抽
て
実
を
結
ふ
、
状
、
麦
穂
の
如

し
、
野
麦
な
ら
ん
／
夏
秋
刈
て
晒
、
乾
し
、
編
て
席
と
な
す
、
又
、
呼
て
キ
ナ

／
と
な
す
、
又
、
カ
ラ
フ
ト
、
ヱ
ト
ロ
フ
、
ク
ナ
シ
リ
等
ニ
て
此
草
葉
を
以
／

ア
ミ
テ
、
テ
ン
キ
ト
云
物
を
作
る
、
其
製
は
精
巧
に
し
て
雅
／
也
、
ア
ツ
ケ
シ

に
て
も
造
る
、
其
製
麁
な
り
」

　
　

�

と
あ
る
（
／
は
改
行
、
句
読
点
は
引
用
者
）。
こ
こ
で
は
テ
ン
キ
と
い
い
、
カ

ラ
フ
ト
、
エ
ト
ロ
フ
、
ク
ナ
シ
リ
の
も
の
は
精
巧
で
か
つ
雅
、
ア
ッ
ケ
シ
の
も

の
は
麁
で
あ
る
と
記
す
。

８　

�

荒
山
千
恵
「
ハ
マ
ニ
ン
ニ
ク
製
の
容
器
「
テ
ン
キ
」
―
テ
ー
マ
展
「
ア
イ
ヌ
の

工
芸
テ
ン
キ
」
お
よ
び
関
連
事
業
か
ら
の
報
告
―
」『
い
し
か
り
砂
丘
の
風
資

料
館
紀
要
』
第
三
巻
、
二
○
一
三
、
同
館
。
テ
ン
キ
の
実
際
の
制
作
に
関
し
て

の
報
告
で
文
献
資
料
も
多
く
引
用
し
て
い
る
。

９　

�

林
昇
太
郎
・
水
島
未
記
・
手
塚
薫
「『
蝦
夷
草
木
図
』
写
本
の
比
較
」『
北
海
道

開
拓
記
念
館
紀
要
』
第
二
九
号
、
同
館
、
二
○
○
一
。
こ
の
論
考
で
は
『
蝦
夷

草
木
図
』
の
三
種
類
（
瑞
見
本
、
甫
周
本
、
内
閣
文
庫
本
）
と
函
館
図
書
館
本

『
蝦
夷
地
草
木
写
生
図
』
の
図
も
含
め
て
綿
密
な
比
較
を
行
っ
て
い
る
。

10　

�

松
前
広
長
『
松
前
志
』
天
明
九
年
、
引
用
は
真
田
宝
物
館
本
。

11　

�

秦
檍
麿
『
蝦
夷
島
奇
観
』
寛
政
一
二
年
、本
書
の
引
用
は
佐
々
木
・
谷
澤
編
『
蝦

夷
島
奇
観
』（
雄
峰
社
、
一
九
八
二
）
に
よ
る
。

12　

�

谷
文
晁
在
印
『
蝦
夷
器
物
屋
宇
図
』、
北
海
道
立
近
代
美
術
館
蔵
。

13　

�

蝦
夷
小
出
と
は
『
蝦
夷
語
集
・
元
』
に
い
う
「
シ
ャ
ラ
子
プ　

籃
（
木
皮
の
）」

の
こ
と
。saranip

サ
ラ
ニ
プ　

で
編
み
篭
を
い
う
。
サ
ラ
ニ
プ
に
関
し
て
は
大

坂
拓
「
ア
イ
ヌ
民
族
の
編
袋
─
地
域
差
と
年
代
差
、
及
び
「
土
産
物
」・「
伝
統

工
芸
品
」
と
し
て
の
継
承
─
」『
北
海
道
博
物
館
ア
イ
ヌ
民
族
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
紀
要
』
第
４
号
（
同
館
、
二
○
一
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

14　

�

藪
中
剛
司
・
右
代
啓
視
ほ
か
「
北
方
四
島
の
先
史
文
化
研
究
と
博
物
館
交
流
の

基
礎
づ
く
り
Ⅲ
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
』
第
四
一
号
、
同
館
、
二
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○
一
三
。

15　

�

小
杉
康
「
物
質
文
化
か
ら
の
民
族
文
化
誌
的
再
構
成
の
試
み
―
ク
リ
ー
ル

ア
イ
ヌ
を
例
と
し
て
―
」『
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
』
二
一
（
２
）、

一
九
九
六
。

16　

�

斎
藤
和
範
「
千
島
ア
イ
ヌ
の
失
わ
れ
た
伝
統
的
技
術
「
テ
ン
キ
」
の
博
物
館
講

座
に
お
け
る
復
元
の
試
み
」『
北
海
道
立
北
方
民
族
研
究
紀
要
』
二
三
、二
○

一
四
。

17　

�

荒
山
千
恵
氏
に
は
註
８
の
ほ
か
、「
ハ
マ
ニ
ン
ニ
ク
の
利
用
と
「
テ
ン
キ
」
―

一
八
世
紀
後
半
の
絵
図
・
記
述
を
中
心
に
し
て
」『
北
海
道
民
族
学
』
第
一
二
号
、

二
○
一
六
が
あ
る
。
荒
山
氏
の
二
論
文
は
テ
ン
キ
の
歴
史
的
研
究
を
含
め
、
す

ぐ
れ
た
成
果
で
あ
る
。
本
稿
も
同
論
文
の
ご
教
示
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

18　

�『
東
京
国
立
博
物
館
図
版
目
録　

ア
イ
ヌ
民
族
資
料
篇
』
同
館
、
一
九
九
二
。

19　

�

東
京
国
立
博
物
館
に
は
明
治
五
年
に
桂
園
派
の
歌
人
で
孝
明
天
皇
紀
の
編
者
で

も
あ
る
松
浦
辰
雄
氏
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
オ
ロ
ッ
コ
の
笠
が
あ
る
。
ま
た
ウ
イ
ー

ン
万
国
博
覧
会
の
出
品
物
と
し
て
収
集
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
「
方
言
ム
リ
チ

ノ
葉
幷
花
〈
岩
内
中
浜
産
、土
人
此
草
ヲ
以
テ
テ
ン
キ
ヲ
造
ル
、即
カ
リ
ヤ
ス
〉」

「
テ
ン
キ
又
ラ
ン
キ
〈
千
島
州
振
別
郡
合
茂
井
村
メ
ノ
コ
ホ
ッ
タ
ハ
作
〉」「
テ

ン
キ
細
工
笠　

１
点
」と
あ
る（
三
浦
泰
之「
ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
と
開
拓
使
・

北
海
道
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
』
二
九
、二
○
○
一･

三
、
同
館
）。

こ
れ
に
よ
る
と
千
島
ア
イ
ヌ
の
女
性
ホ
ッ
タ
ハ
の
作
っ
た
テ
ン
キ
お
よ
び
作
者

不
明
の
テ
ン
キ
の
笠
が
あ
る
。
あ
る
い
は
テ
ン
キ
笠
は
千
島
ア
イ
ヌ
作
の
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。

補
記

　
　

�

二
一
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
『
松
前
志
』
の
テ
ン
キ
図
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
（
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
）
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。
国

立
公
文
書
館
蔵
本
二
種
類
の
う
ち
、「
松
前
志
７
」（『
松
前
志　

九
十
止
』）
で

確
認
で
き
る
。
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＜図版＞

図１　リテンキ全図
　　　（秋田県立博物館蔵写本）

図２　リテンキ口縁部

図３　リテンキ底部と括り紐（提げ緒）
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図４　小玉貞良筆『アイヌ盛装図』（アイヌ民族文化財団）
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図５
秦檍麿『蝦夷島奇観』「テンキ」（『蝦夷島奇観』雄峰社より）

図６
谷元旦『蝦夷紀行附図』（早稲田大学図書館デジタル）

図７
谷元旦『蝦夷紀行図　下』（函館市中央図書館デジタル）
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図８
谷文晁印『蝦夷器物屋宇図』「方言テンキ」（北海道立近代美術館蔵）

図９
藪中剛司氏作図（右代・藪中ほか「北方四島の先史文化研究と博物館交流の基礎づくりⅢ」『北海道開拓記念館紀要』第 41 号）
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図 10
テンキ草製小物入れ
サハリンで採集　長 40.0cm、巾 70.5cm

（『ロシア科学アカデミー人類学博物館所蔵アイヌ民族資料目録』からの複写）　

図 12　
テンキ草製編み籠　
千島で採集、長径 38.5、短径 31.2、高 20.8cm

（『ロシア科学アカデミー人類学博物館所蔵アイヌ民族資料目録』からの複写）

図 11
テンキ製畚   高 18.5cm、口径 13.5cm

（『東京国立博物館図版目録』アイヌ民族資料篇）
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図 13　
テンキ草製蓋つき小物入れ　総高 18、長径 32、短径 14㎝

（『アイヌの工芸』展図録、東京国立博物館、1993 から複写）

図 14
テンキ草製笠　径 40.5、最大高 5.0cm

（『東京国立博物館図版目録』アイヌ民族資料篇）

図 15
蝦夷小出し（サラニップ）　幅 38、高 29㎝

（『東京国立博物館図版目録』アイヌ民族資料篇）
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菅
江
真
澄
の
随
筆
《
ふ
で
の
ま
に
ま
に
》
第
一
巻
の
現
代
語
訳
を
収

録
す
る
。
真
澄
の
随
筆
の
現
代
語
訳
と
し
て
は
、
本
誌
前
号
に
収
録
の

《
し
の
の
は
ぐ
さ
》
に
ひ
き
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
《
ふ
で
の
ま
に
ま
に
》
は
全
九
巻
の
考
証
随
筆
で
あ
る
。
文
化
八
年

（
一
八
一
一
）
の
秋
か
ら
長
年
に
わ
た
っ
て
執
筆
さ
れ
、
晩
年
に
清
書

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
筆
本
は
第
八
巻
（
岡
崎
市
美
術
博
物

館
蔵
）
を
の
ぞ
き
未
発
見
で
あ
る
。
写
本
が
何
度
か
作
ら
れ
て
お
り
、

過
去
に
刊
行
さ
れ
た
翻
刻
は
こ
れ
ら
の
写
本
を
底
本
と
し
て
い
る
。

　

全
九
巻
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
幅
広
く
、
そ
の
記
事
数
は

二
百
九
十
項
目
に
も
お
よ
ぶ
。
第
一
巻
は
三
十
一
項
目
か
ら
な
り
、
そ

の
内
容
は
祭
事
や
漁
労
、
採
鉱
な
ど
の
習
俗
や
、
土
地
や
動
植
物
、
器

物
な
ど
の
名
前
の
由
来
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
著
と
な
っ
た
《
ふ
で
の
ま
に
ま
に
》、
そ
の
記
念
す

べ
き
第
一
巻
冒
頭
の
テ
ー
マ
が
久
保
田
の
か
ま
く
ら
祭
り
で
あ
る
こ
と

は
興
味
深
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
全
国
的
に
は
ほ
ぼ
無
名
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
こ
の
祭
り
が
、
文
化
三
年
（
一
八
○
六
）、
京
都
の
著
名
な
国

学
者
、
伴ば
ん
こ
う
け
い

蒿
蹊
の
随
筆
の
中
に
登
場
し
、
な
お
か
つ
そ
こ
に
引
用
さ
れ

た
紀
行
文
が
津つ
む
ら
そ
う
あ
ん

村
淙
庵
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
関
連
付
け
て

考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

伴
蒿
蹊
の
随
筆
は
、《
ふ
で
の
ま
に
ま
に
》
第
一
巻
に
お
け
る
引
用

回
数
の
多
さ
か
ら
、
ま
さ
に
第
一
巻
執
筆
当
時
、
真
澄
の
座
右
に
置
か

れ
、
さ
か
ん
に
読
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
江
戸
の
人
で

秋
田
藩
御
用
達
、
国
学
者
で
も
あ
っ
た
津
村
淙
庵
の
著
作
は
、
真
澄
も

第
二
巻
以
降
で
何
度
も
引
用
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
京
都
と
江
戸

の
国
学
者
が
、
そ
ろ
っ
て
久
保
田
の
か
ま
く
ら
祭
り
を
自
著
に
取
り
上

げ
て
い
る
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
真
澄
も
知
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

久
保
田
の
か
ま
く
ら
祭
り
は
、
当
時
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
京
都
・

江
戸
に
あ
っ
て
も
、
日
本
文
化
の
古
層
を
辺
境
に
求
め
る
知
識
人
た
ち

の
興
味
を
そ
そ
る
素
材
で
あ
っ
た
。
な
ら
ば
同
じ
テ
ー
マ
で
も
地
の
利

に
恵
ま
れ
た
自
分
に
こ
そ
、
世
に
問
う
べ
き
も
の
が
書
け
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
う
し
た
思
惑
が
真
澄
に
あ
り
、
こ
の
テ
ー
マ
を
第
一
巻
の
冒

頭
に
据
え
さ
せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
随
筆
で
真
澄
の
目
指
し
た
と

こ
ろ
も
、
お
の
ず
と
み
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
秋
田
県
立
博
物
館
非
常
勤
職
員
）

　
　
　
現
代
語
訳
《
ふ
で
の
ま
に
ま
に
》
第
一
巻

嵯　
峨　
彩　
子
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凡
例

ア　

�

書
名
に
は
《　

》
を
、
原
文
の
割
註
に
は
〔　

〕
を
、
和
歌
や

俳
句
な
ど
の
解
釈
部
分
に
は
〈　

〉
を
、
訳
註
に
は
（　

）
を

用
い
た
。

イ　

�

検
索
の
便
の
た
め
、全
三
十
一
の
章
段
に
記
事
番
号
を
付
し
、【　

】

内
に
示
し
た
。
ま
た
、
原
文
と
の
照
合
が
し
や
す
い
よ
う
、
章
の

タ
イ
ト
ル
の
み
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。

ウ　

�

原
文
に
お
け
る
人
名
、
地
名
な
ど
固
有
名
詞
の
表
記
で
、
現
在
の

表
記
と
異
な
る
も
の
が
あ
っ
て
も
、
解
釈
上
誤
解
の
生
じ
な
い
限

り
に
お
い
て
、
原
文
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

エ　

�

ふ
り
が
な
は
原
文
に
あ
る
も
の
と
訳
者
に
よ
る
も
の
を
区
別
せ

ず
、
ひ
ら
が
な
に
統
一
し
て
付
し
て
い
る
。

オ　

�

文
献
の
引
用
部
分
も
す
べ
て
現
代
語
訳
し
、
引
用
部
分
が
長
い
場

合
は
、
真
澄
に
よ
る
文
章
と
の
区
別
が
し
や
す
い
よ
う
に
、
点
線

で
区
切
っ
た
上
で
、
引
用
部
分
全
体
を
二
字
下
げ
と
し
た
。

カ　

�

現
代
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
未
来
社
刊
『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
十

巻
所
収
の
翻
刻
を
底
本
と
し
た
。
ま
た
、
校
正
の
た
め
、
大
館
市

立
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
菅
江
真
澄
著
作
集
」
画
像
デ
ー
タ
、

日
本
常
民
文
化
研
究
所
刊
『
菅
江
真
澄
未
刊
文
献
集
』
第
二
巻
を

参
考
に
し
た
。

（
序
文
）

ふ
で
の
ま
に
ま
に

　

こ
の
書
は
、
見
た
事
聞
い
た
事
の
多
く
を
筆
に
ま
か
せ
て
す
ら
す
ら

と
書
き
進
め
た
の
で
、《
ふ
で
の
ま
に
ま
に
》
と
名
づ
け
た
。
ま
た
、
別

の
書
に
記
し
た
事
も
い
く
つ
か
思
い
出
す
ま
ま
に
書
き
添
え
た
の
で
、

重
複
す
る
箇
所
も
と
て
も
多
い
。
筑
波
山
の
和
歌（
１
）の
句
で
は
な
い
が
、

人
里
近
い
山
、
木
の
茂
っ
た
山
と
、
い
よ
い
よ
山
深
く
、
幾
重
に
も
生

い
茂
る
雑
草
に
閉
ざ
さ
れ
た
家
屋
の
よ
う
な
有
様
で
、
人
様
が
ご
覧
に

な
る
な
ら
ば
、
さ
ぞ
む
さ
く
る
し
く
み
え
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
　
　

文
化
八
年
の
秋　
　
　
　
　
　
　
　
　

菅
江
の
ま
す
み
誌
す

椎し
い
の
や屋
（
２
）　

ふ
で
の
ま
に
ま
に　

一
の
巻　

菅
江
真
澄
誌
す

一
の
巻
の
章
段

【
１
】
久
保
田
の
か
ま
く
ら　
　
【
２
】
を
み
な
ね
ぎ

【
３
】
は
た
ゝ
が
み　
　
　
　
　
【
４
】
ま
て
の
し
ろ
を

【
５
】
も
り
ひ　
　
　
　
　
　
　
【
６
】
雄
鹿
の
を
ゐ
ば
な

【
７
】
し
き
の
ゆ
ゑ
よ
し　
　
　
【
８
】
あ
き
田
の
も
の
が
た
り

【
９
】
し
り
べ
ち
の
物
語　
　
　
【
10
】
を
た
ま
き
ぐ
さ

【
11
】
ぢ
ね
く
り　
　
　
　
　
　
【
12
】
し
は
ゆ
ば
り

【
13
】
ま
つ
か
げ
の
す
ゞ
り　
　
【
14
】
て
こ
な
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【
15
】
せ
む
ず
ま
ざ
い　
　
　
　
【
16
】
浪
岡
の
か
み
わ
ざ

【
17
】
な
ゐ
の
ふ
り
し
き
さ
か
た

【
18
】
で
す
の
よ
こ
な
ま
り　
　
【
19
】
さ
ば
の
は
つ
い
ひ

【
20
】
お
い
さ
み
を
の
む
そ
み
か
く
だ

【
21
】
ふ
く
ひ
き
の
も
ち
ひ　
　
【
22
】
か
め
の
鳴
く
夕
ぐ
れ

【
23
】
星
の
葉
艸
し
の
ぶ
ぐ
さ　
【
24
】
水
ひ
く
河
の
く
も
で

【
25
】
く
ず
ば
な
く
ず
の
を　
　
【
26
】
そ
で
の
う
ら

【
27
】
似
た
る
名
ど
こ
ろ　
　
　
【
28
】
い
と
こ
や

【
29
】
た
ま
よ
ろ
ひ　
　
　
　
　
【
30
】
を
へ
ら

【
31
】
う
す
だ
た
み

　
　
【
１
】
久
保
田
の
か
ま
く
ら
祭
り

　

正
月
十
四
日
の
夜
、
雪
を
か
き
集
め
て
積
み
重
ね
、
板
戸
な
ど
に
お

し
あ
て
て
囲
み
を
作
る
。
そ
の
様
子
は
、
三
間
（
約
五
・
五
㍍
）
四
方
、

あ
る
い
は
四
間
（
約
七
・
三
㍍
）
四
方
ほ
ど
の
、
雪
の
屏
風
を
引
き
渡

し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
に
空
俵
を
二
百
三
百
、
あ
る
い
は

五
百
七
百
積
み
重
ね
る
。
そ
こ
に
注
連
縄
を
引
き
の
ば
し
、
御
神
酒
、

の
し
こ
ん
ぶ
、鏡
餅
な
ど
の
飾
り
を
し
て
、鎌
倉
大
明
神
の
旗
指
物
（
３
）、

あ
る
い
は
左
義
長
（
４
）
の
旗
を
立
て
る
の
も
あ
る
。

　

次
第
に
日
も
す
っ
か
り
暮
れ
れ
ば
、
空
俵
の
底
に
縄
を
付
け
て
、
そ

れ
を
三
尺
（
約
○
・
九
一
㍍
）
ほ
ど
の
木
の
枝
の
先
端
に
結
ん
で
持
ち
、

荒
々
し
い
男
達
が
そ
れ
に
清き
よ
び火
（
５
）
を
か
け
て
、
振
り
回
し
て
舞
う
。

男
子
は
生
ま
れ
て
か
ら
十
五
歳
ま
で
行
う
と
い
う
。
木き
が
い貝
（
６
）
を
吹
き

鳴
ら
し
「
ヤ
、
ホ
ラ
、
ヤ
、
ホ
ラ
」
と
囃
す
と
、
火
は
空
を
焦
が
し
て

燃
え
る
。
こ
れ
を
見
よ
う
と
、
老
い
も
若
き
も
道
を
ふ
さ
い
で
、
城
下

の
内
町
の
行
き
来
は
し
ば
ら
く
止
ま
っ
て
し
ま
う
。

　

ま
っ
た
く
も
っ
て
ほ
か
の
国
で
は
見
聞
き
し
な
い
習
慣
で
あ
る
。
左

義
長
、
み
そ
ど
ん
と
、
あ
る
い
は
ど
ん
と
あ
く
る
と
い
い
、
ま
た
信
濃

な
ど
で
幸
さ
い
の
か
み
わ
ら
う

神
笑
と
い
っ
て
、
門
松
を
集
め
て
焼
き
は
ら
う
行
事
な
ど
が

あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
似
て
い
る
が
、
こ
の
秋
田
の
久
保
田
の
か
ま
く
ら

祭
り
に
は
少
し
も
比
べ
ら
れ
そ
う
に
な
い
。

　

か
ま
く
ら
の
火
も
消
し
終
わ
っ
て
、
そ
の
家
々
の
祝
辞
が
に
ぎ
や

か
に
な
っ
て
明
け
る
。
左
義
長
の
囃
し
に
貝
を
吹
く
の
は
、
京
都
で

唱し
ょ
う
も
ん
し

門
師
（
７
）
が
金こ
ん
ぐ鼓
（
８
）
を
鳴
ら
す
よ
う
な
も
の
だ
。
唱
門
師
は
京
都

の
郊
外
の
あ
る
村
に
い
る
と
い
う
。

　
《
古
事
記
伝
》（
９
）
十
二
、
竈か
ま
どの

神
の
く
だ
り
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------
　
　

�

竈
云
々
。
多
く
の
人
に
炊
事
の
方
法
を
お
教
え
に
な
っ
た
功
績
の

あ
る
神
で
あ
ろ
う
。
さ
て
《
続
紀
》（

10
）
天
平
三
年
正
月
、
神
祇

官
（
11
）
の
奏
書
に
「
庭に
わ
び
の
み
か
ま

火
御
竈
（
12
）
の
四
季
の
祭
祀
は
永
く
常
例

の
祭
祀
と
す
る
」
と
あ
る
。
大だ
い
ぜ
ん
し
ょ
く
し
き

膳
職
式
（
13
）
に
御み
け
つ膳
神
八
座
、
高

部
神
一
座
、
竈
の
神
四
座
、
穴
蔵
の
神
四
座
と
あ
げ
て
、「
そ
れ

し
ょ
っ
き
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ぞ
れ
そ
の
お
供
え
の
品
を
載
せ
、
右
の
四
つ
の
祭
の
春
の
材
料
は

前
の
条
項
に
従
い
、
秋
も
ま
た
こ
れ
に
準
え
る
云
々
」
と
い
う
記

述
が
み
ら
れ
る
。竈
神
は
こ
の
よ
う
に
宮
中
で
も
お
祭
り
に
な
り
、

ま
た
古
く
か
ら
庶
民
ま
で
お
の
お
の
お
祭
り
し
た
こ
と
は
こ
の
記

事
か
ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。《
江ご
う
け
し
だ
い

家
次
第
》（

14
）
正
月
元
旦
四し
ほ
う
は
い

方
拝

（
15
）
の
く
だ
り
に
は
、
庶
民
の
儀
式
に
竈
神
を
も
拝
む
と
い
う
記

述
が
あ
る
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

こ
こ
に
い
う
か
ま
く
ら
は
竈か
ま
く
ら座

な
ど
で
、
こ
れ
も
庭
竈
の
意
味
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
鎌
倉
と
い
う
の
も
、
そ
の
名
は
あ
ち
こ
ち
で
田
畑
の
名

に
も
あ
り
、
陸
奥
の
福
岡
に
と
て
も
近
い
似
鳥
村
の
あ
た
り
の
山
の
名

に
も
鎌
倉
と
い
う
の
が
あ
る
。
元
々
は
み
な
竈
座
の
意
味
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
　
【
２
】
を
み
な
ね
ぎ
（
女
禰
宜
）

　

秋
田
久
保
田
城
下
の
大
八
幡
社
に
お
仕
え
す
る
の
は
、
代
々
、
鶴
子

の
神
と
い
う
女
禰ね

ぎ宜
（
16
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
い
時
代
に
鎌
倉
鶴
岡
の

神
主
の
娘
、
鶴
女
が
八
幡
神
の
御
姿
を
描
い
た
巻
物
を
携
え
、
竹
堂
公

（
17
）
と
申
し
上
げ
る
殿
を
慕
い
奉
っ
て
、
常
陸
の
国
に
来
た
の
が
は
じ

ま
り
と
い
う
。
女
禰
宜
が
い
る
事
に
つ
い
て
は
、《
貞じ
ょ
う
が
ん
ふ

観
府
》（

18
）
に
「
禰

宜
を
並
べ
置
く
社
は
女
を
禰
宜
と
す
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た

宇
佐
八
幡
に
昔
、
女
禰
宜
が
い
た
こ
と
を
、
谷た
に
か
わ
こ
と
す
が

川
士
清
（
19
）
も
す
で
に

述
べ
て
い
る
。

　
　
【
３
】
は
た
ゝ
が
み

　

非
常
に
音
が
激
し
く
お
そ
ろ
し
い
雷
を
、
は
た
た
神
と
い
う
。
秋
田

で
冬
の
頃
、
ハ
タ
ハ
タ
を
獲
る
時
に
男
鹿
や
八
森
の
沖
に
雷
が
と
ど
ろ

く
の
を
魚
集
め
と
い
っ
て
、
漁
民
が
喜
ん
で
網
を
張
っ
て
待
つ
と
、
必

ず
魚
が
群
が
っ
て
来
る
。
そ
れ
を
鰰
は
た
は
た
か
み
雷
と
い
う
こ
と
か
ら
呼
び
は
じ
め

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
ハ
タ
ハ
タ
は
遠
い
蝦
夷
地
に
も
い
る
と
い
う
。
こ
の
秋
田
を
主

な
生
息
域
と
し
、
み
ち
の
く
の
深
浦
、
鰺
ヶ
沢
な
ど
と
い
っ
た
津
軽
路

に
も
い
る
。

　

ハ
タ
ハ
タ
は
鰭は
た
は
た広

、
ま
た
は
波は

た

た

き

多
々
芸
魚
の
意
だ
ろ
う
か
。

　
《
古
事
記
伝
》
十
一
〔
三
十
六
丁
〕
波は

た

た

き

も

多
々
芸
母
の
く
だ
り
に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------
　
　

�

波
多
々
芸
母
は
〔
波
の
字
、
諸
本
に
婆は

と
あ
る
。
今
は
真
福
寺
本

に
よ
る
。
こ
の
語
は
下
に
あ
る
二
つ
も
同
じ
〕
鰭は
た
た
き揚
も
で
あ
る
。

中
世
の
物
語
の
書
物
な
ど
に
袖
の
波は

た多
ま
た
波は
た
そ
で

多
袖
な
ど
が
あ
っ

て
、
袖
の
端
の
方
を
い
う
。
魚
の
鰭
〔
鰭
の
字
は
背
の
上
の
た
て

が
み
で
あ
る
と
註
が
あ
る
が
、
波
多
と
い
う
名
は
本
来
左
右
の
ひ
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れ
を
い
う
の
だ
ろ
う
〕
ま
た
俗
語
で
物
の
周
辺
を
は
た
と
い
う
の

も
同
じ
意
味
で
あ
る
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

ま
た
、
は
た
は
た
（
20
）
と
い
う
虫
が
い
る
。
羽
音
が
激
し
い
の
で
そ

う
よ
ぶ
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
【
４
】
ま
て
の
し
ら
い
を

　

秋
田
の
天
王
村
か
ら
湖
水
（
八
郎
潟
）
を
渡
る
た
め
に
、古
い
時
代
、

雄
潟
の
橋
と
い
っ
て
三
百
間
（
約
五
五
○
㍍
）
の
橋
が
あ
っ
た
。
遠
江

国
の
浜
名
の
橋
（
21
）
に
も
少
し
も
劣
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の

橋
が
絶
え
て
久
し
く
、
現
在
は
船
で
渡
る
の
で
、
船
越
と
そ
の
村
の
名

を
よ
ぶ
。

　

こ
の
船
越
浦
は
、
冬
に
な
れ
ば
シ
ラ
ウ
オ
漁
を
す
る
と
い
っ
て
、

間ま
て
あ
み

手
網
と
い
う
も
の
を
張
り
、
十
月
の
丑
の
日
、
左ま
て
ぐ
い

右
杭
を
四
本
湖
中

に
打
つ
と
、
そ
の
張
っ
た
網
の
網
口
か
ら
シ
ラ
ウ
オ
が
入
る
。
網
の
後

に
布
の
袋
を
つ
け
て
、
そ
の
袋
の
中
に
シ
ラ
ウ
オ
が
た
ま
れ
ば
、
後
の

布
袋
の
口
を
解
い
て
小
舟
の
中
に
シ
ラ
ウ
オ
を
入
れ
る
。
こ
の
浦
で
歌

う
舟
歌
で
は
〈
船
越
の
左ま

て右
の
〔
多
く
と
い
う
意
味
も
あ
る
の
だ
ろ
う

か
〕
シ
ラ
ウ
オ
が
い
る
時
は
、
必
ず
男
鹿
に
も
ハ
タ
ハ
タ
が
い
る
の
は

間
違
い
な
い
〉
と
歌
う
。
い
か
に
も
そ
の
と
お
り
だ
と
い
う
。

　
《
倭わ
み
ょ
う
し
ょ
う

名
抄
》（

22
）
に
、
志
摩
国
英あ

ご虞
郡
に
も
船ふ
な
こ
え越

と
い
う
場
所
が
あ
る

と
書
い
て
い
る
。
ま
た
陸
奥
の
志
田
郡
松
山
の
郷
に
舟
越
村
が
あ
る
。

同
じ
名
前
も
多
い
。

　
《
倭わ
く
ん
の
し
お
り

訓
栞
》（

23
）
の
二
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

あ
ま
の
ま
て
が
た
。
海あ

ま人
の
左
右
の
手
形
で
あ
ろ
う
。
左
右
の
手

を
広
げ
て
海
に
潜
る
姿
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
竹た
け
ま
て
が
た

蟶
潟
の
意

味
と
も
い
う
。
竹
蟶
と
い
う
貝
は
、
深
く
砂
の
中
に
入
る
。
そ
れ

を
取
る
た
め
に
、
潮
の
引
い
た
後
の
砂
を
鋤
で
も
っ
て
ひ
と
へ
ら

返
せ
ば
、
穴
が
あ
る
。
そ
の
穴
に
塩
を
入
れ
て
、
砂
上
に
浮
き
上

が
っ
た
の
を
、
ま
て
ぐ
し
と
い
う
も
の
で
刺
し
て
取
る
。
取
り
損

な
う
と
、
ど
ん
な
に
深
く
掘
っ
て
も
二
度
と
出
て
来
な
い
。
だ
か

ら
目
を
離
さ
な
い
で
じ
っ
と
見
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め

「
絶
え
間
な
い
の
で
」
と
も
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
柿
本
人
麻
呂
の

歌
に
〈
潮
が
引
け
ば
海あ

ま士
の
ま
て
ぐ
し
は
ひ
ま
も
な
い
。
私
が
思

う
こ
と
を
知
る
ひ
と
も
い
な
い
〉
と
あ
る
。

　
　

�

あ
ま
の
ま
く、

か
た
。《
後
撰
和
歌
集
》（

24
）
の
歌
に
は
ま
て
か
た
、

ま
く
か
た
の
両
説
が
あ
る
。
顕け
ん
し
ょ
う昭（

25
）
は
こ
の
説
に
つ
い
て
、「
藻

塩
を
焼
く
海
人
の
ま
く、

か
た
」
と
よ
み
、
斎
宮
女
御
の
〈
蒔
く
潟

に
海
士
の
掻
き
集
め
る
藻
塩
草
〉
と
い
う
歌
を
根
拠
と
し
た
。
潮

を
蒔
く
潟
の
意
味
で
あ
る
。

（
底
本
の
誤
り
を
修
正
し
た
箇
所
に
傍
点
を
付
し
た
）
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--------------------------------------------------------------------------------------

　

出
羽
、
陸
奥
の
方
言
で
、
手
厚
く
行
う
事
を
「
諸ま

で手
」
と
い
う
。
船

越
の
左ま
て
あ
み

右
網
、
左ま
て
ぐ
し

右
杭
は
ど
の
説
に
も
該
当
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
歌
の

解
釈
で
も
説
明
で
き
な
い
。
左
右
網
、
左
右
形
、
左
右
杭
、
ま
く
が
た

は
、
そ
の
国
そ
の
国
で
異
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
【
５
】
母
礼
火
（
も
れ
火
）

　

琴
の
湖
（
八
郎
潟
）〔
近
江
の
琵
琶
湖
に
な
ら
っ
て
琴
の
湖
と
い
う
。

湖
の
形
も
や
や
琴
の
形
に
似
て
い
る
。
ま
た
近
江
の
鮒
を
源
五
郎
（
26
）、

秋
田
の
鮒
を
八
郎
と
い
う
〕
で
は
、
七
月
十
五
、十
六
日
の
こ
ろ
、
筑

紫
八
代
の
不し
ら
ぬ
い

知
火
（
27
）
の
よ
う
に
、
湖
上
に
怪
火
が
出
現
す
る
。
夜
が

更
け
る
と
い
よ
い
よ
多
く
な
る
。
浦
人
は
「
も
り
び
」
と
も
「
も
れ
び
」

と
も
呼
ぶ
。「
亡も
う
れ
い
び

霊
火
」
と
い
う
意
味
で
そ
の
よ
う
に
い
う
。

　

ま
た
、
雨
の
夜
、
八
郎
潟
の
ほ
と
り
を
行
く
と
、
蓑
に
燐
火
が
つ
く

こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
蓑
を
振
る
う
と
ま
す
ま
す
火
が
大
き
く
な

る
。
土
を
蹴
っ
て
も
火
が
出
る
事
が
あ
る
。
こ
れ
を
み
の
む
し
と
も
い

う
。
見
慣
れ
な
い
人
は
大
変
怖
が
っ
て
叫
び
、
念
仏
な
ど
を
唱
え
て
、

走
っ
て
村
に
入
れ
ば
火
も
消
え
ゆ
く
と
い
う
。
燐
火
は
埋
み
火
を
合
わ

せ
れ
ば
消
え
る
と
い
う
。
越
後
の
弥
彦
山
の
あ
た
り
に
、
こ
の
み
の
む

し
が
と
て
も
多
い
と
い
う
。

　
《
倭
訓
栞
》
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

の
び
云
々
。
燐
火
と
い
う
の
も
意
味
は
同
じ
で
あ
る
。
北
海
の
た

こ
火
、
湖
水
の
し
る
火
、
東
寺
縄
手
の
宗
元
火
、
伊
勢
阿
濃
の
五

体
火
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
悪あ
く
ろ
お
う

路
王
の
火
と
い
う
の
も
同
じ
で
あ

る
。
青
鷺
、
朱と

き鷺
な
ど
の
羽
根
の
光
も
火
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う

だ
。
こ
れ
は
樹
上
に
い
る
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

河
内
の
姨
が
火
、
越
中
の
ふ
み
り
火
、
三
河
の
魂
魄
野
な
ど
は
み
な

同
じ
で
あ
る
。
私
は
、八
郎
潟
か
ら
火
が
飛
び
上
が
り
、ま
た
水
に
下
っ

て
、
何
度
と
な
く
そ
う
や
っ
て
水
上
に
消
え
た
の
を
見
た
。
ま
た
、
松

前
の
馬
坂
の
北
谷
へ
、蹴
鞠
ほ
ど
の
大
き
さ
の
火
が
落
ち
た
の
を
見
た
。

　

世
間
で
狐
火
と
よ
ん
で
い
る
も
の
も
、
と
て
も
不
思
議
で
あ
る
。
近

く
で
見
れ
ば
耳
が
見
え
る
事
が
あ
る
。
出
羽
の
雄
勝
郡
松
岡
の
狐
火
は

五
月
四
日
の
夜
、
松
岡
の
白
山
社
の
斎
宮
に
出
現
し
、
夜
が
更
け
る
と

と
て
も
多
く
な
る
。
同
じ
出
羽
の
秋
田
郡
北
比
内
大
館
に
近
い
辛
沢
の

狐
火
が
出
る
の
は
、
九
月
二
十
九
日
の
夜
で
あ
る
。
こ
の
夜
は
、
辛
沢

の
稲
荷
が
そ
の
官
位
に
つ
く
夜
で
あ
る
と
い
う
。
ど
こ
に
で
も
あ
る
も

の
で
あ
る
。

　
《
江え
ど
す
な
ご

戸
砂
子
温お
ん
こ
め
い
せ
き
し

故
名
跡
誌
》（

28
）
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

---------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

王
子
の
稲
荷
社
は
金
輪
寺
の
二
三
町
わ
き
、
金
輪
寺
村
に
あ
り
、

38



当
社
は
関
東
八
カ
国
の
稲
荷
の
統
領
で
あ
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
毎
年
十
二
月
晦
日
の
夜
、八
カ
国
の
狐
が
こ
こ
に
集
ま
り
、

狐
火
を
と
も
す
。
こ
の
火
に
し
た
が
っ
て
、
田
畑
の
よ
し
あ
し
を

そ
の
地
元
の
住
民
が
占
う
事
が
あ
る
と
い
う
。〈
狐
火
に
、
王
子

の
田
畑
の
よ
し
あ
し
を
知
ろ
う
と
こ
こ
に
来
る
、
金
輪
寺
で
あ

る
〉。
年
ご
と
に
時
刻
は
同
じ
で
な
く
、
わ
ず
か
な
時
間
で
あ
る
。

日
が
暮
れ
て
ま
も
な
く
で
あ
っ
た
り
、
夜
明
け
前
で
あ
っ
た
り
し

て
、
遠
方
か
ら
見
に
行
っ
て
も
、
見
ら
れ
ず
に
む
な
し
く
帰
る
も

の
が
多
い
。
一
夜
ず
っ
と
と
ど
ま
る
つ
も
り
で
あ
れ
ば
、
た
し
か

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

こ
の
狐
火
を
、
秋
田
で
「
き
つ
ね
松た
い
ま
つ明
」
と
よ
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
　
【
６
】
雄
鹿
の
牡
猪
鼻
（
男
鹿
の
お
い
は
な
）

　

秋
田
郡
脇
本
の
す
ぐ
近
く
に
生お

い
は
な岬

と
い
う
岬
が
あ
る
。
猪
の
鼻
に
似

て
い
て
、
海
に
突
き
出
た
高
い
岬
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
険
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
の
字
を
生う
い
は
な

猪
鼻
、
雄お
い
は
な

猪
鼻
な
ど
の
よ
う
に
も
書
く
。

　

男
鹿
は
元
々
《
日
本
書
紀
》
斉
明
紀
に
出
て
く
る
恩お

が荷
（
29
）
か
ら
き

て
お
り
、
恩
荷
は
蝦
夷
の
名
で
あ
る
。
そ
れ
を
男
鹿
、
雄
鹿
、
小
鹿
な

ど
と
近
頃
は
書
い
て
い
る
が
、
古
い
時
代
の
仮
名
遣
い
は
ま
っ
た
く

違
っ
て
い
た
。
雄
猪
鼻
、
雄お
が
た潟

〔
雄お
が
た形

と
も
書
く
。
今
の
八
郎
潟
の
こ

と
で
、
琴
の
海
と
も
い
う
が
、
そ
の
渡
り
を
い
う
〕
な
ど
、
雄
と
い
う

字
が
多
い
。
ま
た
雄
形
を
岡
田
と
も
書
い
て
い
る
。

　

岡
田
の
渡
り
に
三
百
間
（
約
五
五
○
㍍
）
の
橋
が
あ
っ
た
事
を
、「
ま

て
の
し
ら
う
お
」
の
く
だ
り
に
も
載
せ
た
。
こ
の
橋
は
、
浜
名
の
橋
に

も
劣
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
遠
江
国
に
あ
る
式
内
社
の
御
神
に
浜
名
郡

猪
鼻
湖
の
神
社
が
あ
る
。雄
猪
鼻
に
よ
く
ま
あ
似
た
神
の
御
名
で
あ
る
。

明
応
の
地
震
で
壊
れ
て
、
今い
ま
ぎ
れ切

と
い
う
村
に
な
り
、
遠
江
も
国
の
名
の

み
と
な
っ
た
（
30
）。

　

岡
田
の
橋
も
地
震
で
揺
れ
、
崩
れ
て
、
昔
の
渡
り
を
舟
で
行
き
来
す

る
の
で
、今
は
船
越
の
渡
り
と
呼
ぶ
。
だ
か
ら
雄
形
の
渡
り
と
い
っ
て
、

岡
田
の
橋
の
こ
と
で
あ
る
と
知
る
人
は
ま
っ
た
く
い
な
い
。

　
　
【
７
】
し
き
の
ゆ
ゑ
よ
し

　
《
日
本
書
紀
》
神
代
の
巻
「
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
、
か
ぐ
つ
ち
の
み

こ
と
を
お
斬
り
に
な
る
」
の
く
だ
り
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

---------------------------------------------------------------------------------------
　
　

�

い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
が
、
か
ぐ
つ
ち
の
み
こ
と
を
斬
っ
て
、
五
つ

に
分
断
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
お
の
お
の
五
つ
の
山
の
神
と
な
っ

た
。
一
つ
目
は
つ
ま
り
頭
で
あ
り
、
大お
お
や
ま
つ
み

山
祇
と
な
っ
た
。
二
つ
目

は
つ
ま
り
胴
体
で
あ
り
、
中な
か
や
ま
つ
み

山
祇
と
な
っ
た
。
三
つ
目
は
つ
ま
り

手
で
あ
り
、
麓は
や
ま
つ
み

山
祇
と
な
っ
た
。
四
つ
目
は
つ
ま
り
腰
で
あ
り
、
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正ま
さ
か
や
ま
つ
み

勝
山
祇
と
な
っ
た
。
五
つ
目
は
つ
ま
り
足
で
あ
り
、
酓隹しぎ
や
ま
つ
み

山
祇
と

な
っ
た
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

そ
も
そ
も
鉱
山
ご
と
に
金
山
彦
の
御
神
を
山
々
に
お
祀
り
す
べ
き
と

こ
ろ
を
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
そ
の
山
々
に
山
の
神
だ
け
を
も
っ
ぱ
ら

祀
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
頭
は
大
山
祇
、
胴
体
は
中
山
祇
、

手
は
麓
山
祇
、
腰
は
正
勝
山
祇
、
足
は
酓隹
山
祇
と
な
っ
た
。
金
銀
鉄
銅

鉛
、
み
な
山
の
頂
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
鉱
物
は
山
脚
に

の
み
産
す
る
。
そ
れ
で
鉱
山
の
坑
道
を
シ
キ
と
い
い
、
シ
キ
は
み
な
山

の
麓
に
あ
る
。
だ
か
ら
酓隹
山
祇
命
を
祀
る
べ
き
な
の
だ
と
い
う
。

　

シ
キ
坑
に
坑
門
を
構
え
る
と
き
、
埋う
ず
み
ふ
だ札、
逆さ
か
さ
ふ
だ札と
い
う
も
の
が
あ
り
、

そ
の
逆
札
に
稲
荷
、
金
山
彦
、
地
主
神
な
ど
を
記
し
て
、
坑
道
の
中
に

山
の
神
を
秘
め
、
お
祀
り
す
る
と
い
う
。

　
　
【
８
】
あ
き
た
の
も
の
が
た
り

　

古
い
時
代
か
ら
、
齶
田
、
飽
田
、
秋
田
な
ど
の
表
記
が
み
ら
れ
る
。

　
《
倭
訓
栞
》
の
「
あ
い
だ
」
の
く
だ
り
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

出
羽
国
秋
田
を
「
あ
い
だ
」
と
い
う
の
は
、
韻
が
共
通
し
て
い
る

た
め
で
あ
る
。《
日
本
書
紀
》
に
は
「
齶
田
」
と
い
う
文
字
で
表

し
て
い
る
。《
倭
名
抄
》
で
は
腭
を
「
あ
ぎ
」
と
も
読
ん
で
い
る
。

美
作
郡
の
地
名
の
英あ
い
だ多
は
漢
字
の
発
音
で
あ
る
。
秋あ
き
た
じ
ょ
う
の
す
け

田
城
介
は
出

羽
介
で
あ
り
、
秋
田
城
を
守
護
す
る
。
姓
の
城
も
こ
こ
か
ら
出
た

と
い
う
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

秋
田
は
人
の
名
に
も
姓
に
も
多
い
。《
竹
取
物
語
》
に
は
、
次
の
よ

う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

斎い
ん
べ部
の
秋
田
を
招
い
て
、
名
前
を
つ
け
さ
せ
た
。
秋
田
は
「
な
よ
竹

の
か
ぐ
や
姫
」
と
名
を
つ
け
た
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
《
著ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

聞
集
》（

31
）
九
巻
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

強
盗
が
入
っ
た
が
、
貞
綱
は
酒
に
酔
っ
て
白
拍
子
の
玉
寿
と
寝
所

を
共
に
し
て
い
た
。
思
い
も
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
寝
所
に
う
ち

入
っ
て
き
た
の
で
、
貞
綱
は
太
刀
を
抜
い
て
打
ち
払
い
、
玉
寿
を

引
き
立
て
、
裏
庭
に
し
り
ぞ
き
、
檜
垣
か
ら
隣
へ
移
っ
て
、
自
分

も
と
も
に
逃
げ
た
。
そ
の
事
が
世
の
中
に
伝
わ
っ
て
、
強
盗
か
ら

逃
げ
た
の
が
み
っ
と
も
な
い
な
ど
と
噂
に
な
っ
た
の
を
、
貞
綱
が

耳
に
し
て
「
こ
れ
か
ら
先
も
、
強
盗
の
た
め
に
命
を
失
う
つ
も
り

は
な
い
。
し
か
し
、
主
君
の
一
大
事
に
は
、
何
度
で
も
命
を
惜
し

ま
な
い
つ
も
り
だ
」
と
い
っ
た
通
り
に
、
秋
田
左
衛
門
尉
義
盛
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（
32
）
の
合
戦
の
時
、
昼
は
紅
の
幌
を
か
け
て
黒
い
馬
に
乗
り
、
夜

は
白
い
幌
を
か
け
て
葦
毛
の
馬
に
乗
り
、
真
っ
先
に
敵
陣
に
攻
め

入
っ
た
。
ま
こ
と
に
一
騎
当
千
の
様
子
で
あ
っ
た
。
日
頃
の
言
葉

通
り
で
、
立
派
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
組
み
合
う
相
手
が
い
な
か
っ

た
の
で
、
自
害
し
た
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

秋
田
は
姓
に
も
名
に
も
多
い
。

　
　
【
９
】
シ
リ
ベ
ツ
の
名
と
こ
ろ

　
「
後し

り

へ

し

方
羊
蹄
を
政
庁
と
す
る
よ
う
に
」
と
い
う
記
述
が
《
日
本
書
紀
》

斉
明
紀
に
あ
る
。
そ
れ
を
松
前
の
シ
リ
ベ
ツ
が
嶽
（
尻
別
岳
）
の
こ
と

で
あ
る
と
、
人
が
も
っ
ぱ
ら
い
っ
て
い
る
が
、
シ
リ
ベ
ツ
山
と
は
津
軽

の
岩
木
山
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後う
し
ろ
か
た方と

い
う
村
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
青
森
の
茶
屋
町
の
端
か
ら
西
南
に
入
る
と
、
義
経
公
の
片

脛は
ば
き巾
（
33
）
を
祀
っ
て
荒あ
ら
は
ば
き

脚
巻
明
神
と
申
し
上
げ
る
、
大
き
な
皀さ
い
か
ち莢

の
林

が
あ
る
。
そ
こ
に
草
刈
り
の
少
年
が
い
て
、
た
ず
ね
て
も
い
な
い
の
に

「
こ
こ
は
シ
リ
ベ
ツ
の
林
で
す
」と
い
っ
た
。不
思
議
な
事
だ
と
思
っ
て
、

問
い
返
し
て
も
う
一
度
た
ず
ね
よ
う
と
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
草
刈
り
の

少
年
の
仲
間
が
や
っ
て
き
て
「
何
の
事
を
お
話
し
し
た
の
か
」
と
い
う

と
「
た
だ
、
シ
リ
ベ
ツ
の
林
は
こ
こ
で
す
と
、
旅
の
人
に
お
知
ら
せ
し

た
の
だ
」
と
い
っ
て
、
去
っ
て
い
っ
た
。

　

町
に
帰
っ
て
人
々
に
語
っ
た
が
、「
私
も
シ
リ
ベ
ツ
を
知
っ
て
い
る
」

と
い
う
人
が
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
青
菜
を
売
り
に
来
た
女
性
が
い

て
「
あ
の
旅
の
人
は
、
さ
っ
き
シ
リ
ベ
ツ
の
林
に
い
た
人
の
よ
う
だ
」

と
語
っ
た
の
で
、
そ
の
と
き
、
青
森
に
シ
リ
ベ
ツ
の
古
い
名
所
が
あ
る

と
知
っ
た
。

　

シ
リ
は
崎
の
意
味
で
あ
り
、
ベ
ツ
は
川
で
、
川
の
崎
と
い
う
ア
イ
ヌ

語
な
の
で
、
あ
ち
こ
ち
に
シ
リ
ベ
ツ
の
名
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か

ら
、
こ
こ
に
そ
の
時
代
の
ア
イ
ヌ
語
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

斉
明
紀
の
後
方
羊
蹄
は
こ
の
青
森
の
川し
り
べ
つ崎

の
林
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ

に
古
い
時
代
、
政
庁
が
置
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
数
年
来
、
こ
の
事
を
た

ず
ね
あ
ぐ
ね
て
い
た
の
を
、今
回
思
い
が
け
な
く
聞
く
こ
と
が
で
き
て
、

本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
。

　
《
閑か
ん
で
ん
こ
う
ひ
つ

田
耕
筆
》（

34
）
一
巻
天
地
部
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

大
和
国
秋
篠
の
外
山
の
里
と
詠
ま
れ
た
場
所
が
ど
こ
な
の
か
、
今

は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
同
じ
国
の
並
松
〔
法
隆
寺
門
前
を

い
う
〕
の
人
、藤
川
周
斎
は
ひ
じ
ょ
う
に
和
歌
で
有
名
だ
っ
た
が
、

少
年
時
代
か
ら
こ
れ
を
た
ず
ね
て
や
ま
な
か
っ
た
。
あ
る
時
、
ま

た
そ
の
あ
た
り
を
過
ぎ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
一
人
の
老
農
夫
が

鋤
に
頬
杖
を
つ
い
て
、
声
を
あ
げ
て
歌
を
吟
じ
、〈
秋
篠
の
外
山

の
里
は
時
雨
が
降
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
生
駒
山
に
雲
が
か
か
っ
て
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い
る
〉
と
高
ら
か
に
唱
っ
た
。
周
斎
は
不
思
議
に
感
じ
、
見
か
け

に
よ
ら
ず
風
流
な
男
だ
と
思
っ
て
近
寄
り
「
ど
う
い
っ
た
方
で
す

か
。
私
は
そ
の
外
山
の
里
を
知
り
た
い
と
思
い
な
が
ら
ず
い
ぶ
ん

た
ち
ま
す
。
ど
う
か
教
え
て
下
さ
い
」
と
い
っ
た
。
す
る
と
、
農

夫
は
よ
ろ
こ
ん
で
「
私
も
ま
た
こ
う
し
て
た
ず
ね
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
方
を
長
ら
く
待
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
物
を
知
ら
な
い
賤
し
い

身
分
の
者
で
す
が
、
若
い
時
に
仕
え
た
方
が
こ
の
事
を
よ
く
知
っ

て
い
て
、『
私
が
死
ん
だ
ら
知
る
人
も
い
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
惜

し
い
こ
と
だ
。
お
前
は
心
あ
る
人
を
待
っ
て
、
こ
の
事
を
伝
え
な

さ
い
』
と
熱
心
に
教
え
て
下
さ
っ
た
の
で
、
長
い
間
、
ふ
さ
わ
し

い
人
さ
え
見
れ
ば
こ
の
歌
を
唱
っ
て
試
し
て
き
ま
し
た
が
、
幸
い

な
事
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
る
方
に
会
っ
て
、
主
の
願
い
を
今
果
た

し
ま
し
た
。
そ
の
外
山
の
里
を
今
は
中
山
と
よ
び
ま
す
。
し
ば
ら

く
の
間
、
こ
の
里
の
役
人
に
外
山
氏
の
人
が
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

に
憚
っ
て
、
中
山
と
呼
び
方
を
変
え
た
の
で
す
。
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
で
古
い
名
所
を
失
っ
た
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し

た
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

　
　

�

思
う
に
、
貝
原
翁
の
《
大
和
路
の
記
》（

35
）
に
は
「
外
山
は
秋
篠

の
西
で
あ
る
。
名
木
の
楓
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
呼
び
方
が
改
め
ら
れ
た
の
は
元
禄
の
中
頃
以
降
の
こ
と
だ
ろ

う
か
。さ
て
、賞
賛
す
べ
き
は
、こ
の
農
夫
が
主
の
遺
命
を
忘
れ
ず
、

数
十
年
心
に
か
け
て
い
つ
も
こ
の
歌
を
唱
え
、
た
ず
ね
て
く
る
人

を
待
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。そ
の
主
が
ど
ん
な
人
だ
っ
た
の
か
、

知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
私
が
そ
こ
に
遊
び
に
で
か
け
、
中
山
と

た
ず
ね
る
と
、
西
大
寺
の
西
一
村
を
中
に
隔
て
て
、
十
四
五
町
ば

か
り
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
伏
見
山
を
た
ず
ね
て
も
、
ま
っ
た
く

知
っ
て
い
る
人
が
い
な
か
っ
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
一
人
、
興
福
院

村
と
い
う
上
の
小
山
を
伏
見
山
と
よ
ぶ
と
教
え
て
く
れ
た
。
小
山

は
す
な
わ
ち
岡
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
興
福
院
村
は
つ
ま

り
伏
見
の
里
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。つ
い
で
の
話
を
す
る
と
、

こ
の
興
福
院
と
い
う
の
は
尼
寺
で
、
別
名
弘
文
院
と
も
い
う
が
、

元
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
が
、
寛
永
年
間
に
添
上
郡
に
遷
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
、
そ
の
名
前
が
奈
良
の
興
福
寺
に
似
て
い
て
紛
ら
わ

し
い
の
で
、
こ
こ
に
記
す
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

私
が
シ
リ
ベ
ツ
を
た
ず
ね
て
辿
り
つ
い
た
と
き
の
愉
快
な
気
持
ち

は
、
周
斎
翁
が
秋
篠
の
外
山
の
里
に
た
ず
ね
あ
た
ら
れ
た
と
き
も
き
っ

と
こ
う
だ
っ
た
の
で
は
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

　

藤
川
翁
に
は
竜
門
の
滝
の
秀
歌
が
あ
る
。
ま
た
、
坂
本
に
白
玉
梅
と

い
う
名
木
が
あ
る
。
そ
の
梅
の
盛
り
に
歌
っ
た
〈
世
の
中
に
は
春
の
光

が
曇
り
な
く
満
ち
、
花
も
色
鮮
や
か
に
咲
い
て
い
る
。
こ
の
花
の
白
玉

と
い
う
名
に
香
り
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
〉
と
い
う
歌
が
知
ら
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れ
て
い
る
。
こ
の
歌
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
後
に
、
白
玉
梅
の
歌
を
詠
め

る
人
は
い
な
い
と
い
う
。

　
　
【
10
】
を
た
ま
き
く
さ

　

こ
の
草
の
漢
名
を
耬
斗
菜
と
書
く
と
も
い
う
。
花
は
樺か
ば

色い
ろ
（
36
）
に
咲

い
て
、
ど
こ
の
野
山
に
も
多
い
草
で
あ
る
。
こ
れ
を
方
言
で
風
鈴
草
と

よ
ぶ
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

出
羽
秋
田
の
寺
内
山
に
、
昔
こ
の
草
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
だ

ま
き
の
道
と
い
う
名
の
あ
る
場
所
が
あ
る
。
も
し
く
は
、
古
木
や
枯
れ

木
な
ど
を
お
だ
ま
き
と
い
う
か
ら
、
ど
ち
ら
が
由
来
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
こ
の
草
の
仲
間
で
、
松
前
小
島
が
原
産
の
草
を
、
小
島
草
と

い
う
。
こ
れ
を
も
今
は
も
っ
ぱ
ら
お
だ
ま
き
と
よ
ぶ
。
私
は
天
明
の
末

頃
、
松
前
か
ら
こ
の
草
の
種
を
あ
ち
こ
ち
に
贈
っ
た
が
、
ほ
う
ぼ
う
の

国
や
里
に
満
ち
て
、今
は
野
の
外
れ
に
も
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
草
を
元
和
の
は
じ
め
に
京
都
に
差
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
後
水
尾
院

か
ら
「
あ
あ
、
珍
し
い
」
と
愛
で
ら
れ
、
そ
の
あ
ま
り
、
碧
玉
草
と
い

う
御
名
前
を
い
た
だ
い
た
よ
し
を
、
松
前
の
人
た
ち
が
聞
き
伝
え
て
、

今
も
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
草
は
、
葉
が
萌
葱
色
、
花
は
世
間
で
い
う
瑠
璃
紺
で
、
花
は
逆

さ
に
釣
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
松
前
以
外
で
こ
の
草
を
小
島
草
と
よ
ぶ
人

は
ま
っ
た
く
お
ら
ず
、
お
だ
ま
き
と
だ
け
い
っ
て
い
る
。
風
鈴
お
だ
ま

き
を
、
山
お
だ
ま
き
と
い
う
。
山
お
だ
ま
き
と
碧
玉
草
（
小
島
草
）
と

を
並
べ
て
植
え
れ
ば
、
山
お
だ
ま
き
は
花
も
姿
も
見
劣
り
す
る
。
格
式

の
あ
る
い
で
た
ち
を
し
た
人
と
、
身
分
の
賤
し
い
者
が
、
色
々
着
物
を

着
て
並
ん
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
【
11
】
ち
ね
ぐ
り

　

小
さ
い
も
ぐ
ら
の
よ
う
な
も
の
を
地じ

ね鼠
と
い
い
、
ま
た
野
良
鼠
も
じ

ね
と
い
う
。
じ
ね
は
じ
ね
ず
み
の
省
略
し
た
い
い
方
だ
と
い
う
。

　

谷
川
士
清
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

じ
ね
く
り
。
蟇ひ
き
め目
（
37
）
の
異
名
で
あ
る
。
じ
ね
と
い
う
鼠
は
葦
の

根
を
食
べ
、
そ
の
声
が
矢
の
鳴
る
音
に
似
て
い
る
た
め
に
そ
う
呼

ぶ
と
、《
三さ
ん
ぎ議

一い
っ
と
う統

》（
38
）
の
記
述
に
あ
る
。
ひ
み
ず
と
い
う
鼠
を

じ
ね
く
り
と
い
う
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

じ
ね
ぐ
り
は
土じ
め
ぐ
り回
の
意
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
【
12
】
し
は
ゆ
ば
り

　

小
便
を
す
る
こ
と
を「
し
ば
る
」と
い
う
人
が
い
る
。《
倭
訓
栞
》に「
し

ば
ゆ
ば
り
。《
倭
名
抄
》に
淋
病
の
読
み
と
し
て
書
い
て
あ
る
。
屡し
ば
ゆ
ば
り尿（
頻

尿
）
の
意
味
で
あ
る
。
淋り
ん
れ
き瀝
（
39
）
を
し
た
て
ゆ
ば
り
と
い
う
。
し
た
て
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は
し
た
た
り
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。「
し
ば
る
」「
す
ば
る
」
は
「
し

ば
ゆ
ば
り
」
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
【
13
】
ま
つ
か
げ
の
す
ゞ
り

　

秋
田
郡
小
又
地
域
に
温
泉
が
あ
る
。
そ
の
近
く
に
白
糸
の
滝
と
い
っ

て
風
情
の
あ
る
場
所
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
近
く
に
硯
台
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
る
。
そ
の
辺
り
か
ら
花
紋
石
（
木
の
葉
石
）
が
採
れ
る
。
石
は

色
が
黒
く
て
硬
く
、
そ
れ
を
切
っ
て
硯
に
す
る
。
木
の
葉
が
な
い
も
の

も
、
薄
墨
、
摺
墨
用
の
硯
石
の
材
料
と
な
る
。
甲か

い斐
が
嶺ね
（
40
）
の
黒
石

よ
り
も
硬
く
、
墨
を
す
り
づ
ら
い
が
、
極
上
の
墨
は
す
ぐ
に
す
れ
て
し

ま
う
。
硯
台
の
ほ
か
、
滝
の
上
か
ら
も
摺
墨
、
薄
墨
用
の
硯
材
、
花
紋

石
、
斑
石
な
ど
が
採
れ
る
。
世
の
中
に
木
の
葉
石
で
硯
と
な
る
も
の
は

ま
れ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
小
又
石
に
は
試
金
石
と
な
る
木
の
葉
石

が
あ
る
。
昔
、
こ
こ
か
ら
南
部
へ
行
き
来
し
た
古
い
道
が
あ
り
、
松
陰

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
古
い
時
代
の
松
陰
の
硯
は
、
こ
こ
か
ら

採
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
《
倭
訓
栞
》
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

松
陰
の
硯
は
、
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
平
重
盛
が
黄
金
を
宋
の
朝

廷
に
贈
っ
た
時
に
得
た
も
の
で
あ
る
。
重
衡
が
こ
れ
を
受
け
継
い

で
、
法
然
か
ら
受
戒
し
た
時
に
布
施
と
し
た
。
大
永
七
年
正
月
、

知
恩
院
か
ら
参
内
し
、
貴
人
に
こ
の
硯
を
お
目
に
か
け
た
旨
の
記

述
が
《
御
湯
殿
記
》（

41
）
に
み
ら
れ
る
。
大
和
当
麻
寺
に
も
あ
り
、

鎌
倉
光
明
寺
に
も
あ
る
。
紫
色
で
あ
る
。
と
も
に
元
気
精
英
の

篆て
ん
じ字

が
あ
る
と
も
い
う
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

こ
の
硯
は
名
高
い
も
の
の
た
め
、
あ
ち
こ
ち
に
根
拠
の
な
い
話
が
あ

り
、
宝
物
弘
道
に
と
て
も
多
い
も
の
で
あ
る
。

　

い
つ
の
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
元
旦
に
春
日
山
で
鹿
が
鳴
い
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
ど
ん
な
わ
け
だ
ろ
う
と
、
御
祈
祷
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ご
命
令

が
あ
っ
て
、
人
々
に
歌
を
詠
む
よ
う
お
命
じ
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、

京
都
の
在
番
だ
っ
た
南
部
十
二
代
大
膳
大
夫
重
信
公
が
紫
宸
殿
の
南
階

段
に
い
て
、〈
春
霞
を
秋
の
霧
と
間
違
え
て
、
う
っ
か
り
鹿
は
鳴
い
た

の
だ
ろ
う
〉
と
詠
ん
だ
。
こ
の
歌
の
褒
美
と
し
て
松
陰
の
硯
を
授
け
ら

れ
た
と
い
う
（
42
）。
そ
れ
以
降
、
松
陰
の
硯
は
南
部
家
の
重
宝
で
あ
る
。

そ
れ
が
今
、
別
の
場
所
に
あ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
硯
を
こ
の

小
又
の
松
陰
の
あ
た
り
か
ら
と
っ
て
献
上
し
、「
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
の
か
」
と
の
お
た
ず
ね
に
、「
松
陰
か
ら
と
れ
ま
し
た
」
と
申
し
上

げ
、
そ
の
名
が
よ
か
っ
た
の
で
、
松
陰
と
い
う
名
で
評
判
に
な
っ
た
も

の
だ
ろ
う
。
中
国
か
ら
贈
ら
れ
た
硯
で
あ
れ
ば
、
相
応
な
漢
名
も
あ
る

に
ち
が
い
な
い
の
に
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
松
陰
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
南
部
か
ら
差
し
上
げ
た
硯
の
松
陰
を
、
ふ
た
た
び
南
部
へ
お
返
し
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に
な
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
人
が
い
た
。
推
測
の
話
だ
が
、
も
っ
と

も
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
【
14
】
て
こ
な

　

蝶
を「
か
わ
ひ
ら
こ
」と
呼
ぶ
の
は
、古
い
言
い
方
で
あ
る
。「
べ
ら
こ
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、「
か
つ
か
え
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。
み
な
「
か
わ
ひ
ら
こ
」
か
ら
転
じ
て
で
き
た
言
葉
だ
ろ
う
か
。
津

軽
、
あ
る
い
は
毛
馬
内
、
花
輪
な
ど
で
「
て
こ
な
」
と
い
う
。

　
「
て
こ
な
」は
人
の
名
前
に
も
あ
る
。《
万
葉
集
》山や
ま
べ
の
あ
か
ひ
と

部
赤
人
の
歌
に〈
葛

飾
の
真
間
の
入
江
に
う
ち
な
び
い
て
い
る
、
美
し
い
藻
を
刈
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
、
て
こ
な
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
〉
と
い
う
歌
が
あ
る
。
下
総

国
葛
飾
郡
に
て
こ
な
明
神
と
い
う
神
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
昔
、
あ
る
乙

女
が
い
て
、
藻
を
刈
り
、
水
を
汲
む
、
身
分
の
低
い
少
女
だ
っ
た
が
、

顔
か
た
ち
が
上
品
で
優
美
な
様
子
は
、
宮
廷
に
仕
え
る
女
性
に
も
ひ
け

を
と
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
見
る
人
が
み
な
想
い
を
か
け

る
の
を
、
こ
の
少
女
が
思
い
煩
っ
て
、
こ
の
世
に
自
分
が
い
な
け
れ
ば

と
、
葛
飾
の
真
間
の
入
江
に
身
を
投
げ
た
と
い
う
。
人
々
が
あ
わ
れ
に

思
っ
て
墓
を
築
き
、今
は
神
と
し
て
お
祀
り
申
し
上
げ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
て
こ
な
」
は
元
々
蝶
の
名
で
、
そ
こ
か
ら
人
の
名
に
つ
け
た
の
だ

ろ
う
か
。

　
　
【
15
】
千
寿
万
歳

　
「
せ
ん
ず
ま
ざ
い
」
と
読
む
と
い
う
。

　
《
年と
し
な
み
ぐ
さ

浪
草
》（

43
）
春
の
く
だ
り
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

千
寿
万
歳
。
歴
史
の
記
録
に
よ
る
と
、
大
和
国
窪
田
、
箸
尾
両
村

の
千
寿
万
歳
両
座
の
太
夫
が
官
署
の
庭
に
来
て
、鼓
舞
を
行
っ
た
。

そ
も
そ
も
千
寿
万
歳
は
窪
田
、
箸
尾
の
両
村
か
ら
出
て
い
る
。
二

村
は
奈
良
の
西
南
に
あ
り
、
互
い
に
隔
た
る
こ
と
三
里
ば
か
り
、

こ
こ
に
両
流
が
あ
り
、
つ
ま
り
窪
田
、
箸
尾
が
こ
れ
で
あ
る
。
窪

田
太
夫
、
箸
尾
太
夫
は
左
部
、
右
部
に
准
じ
、
こ
れ
を
称
し
た
、

云
々
。
千
寿
万
歳
。
正
月
五
日
、宮
中
の
木こ
づ
く
り
は
じ

造
初
め（

44
）の
こ
の
日
、

千
寿
万
歳
な
ら
び
に
猿
舞
が
東
の
御
庭
に
来
た
、
云
々
。
こ
れ
は

季き
ぎ
ん吟
（
45
）
が
「
千
寿
は
猿
回
し
で
あ
る
」
と
も
、
ま
た
「
千
寿
万

歳
は
万
歳
楽
で
あ
っ
て
、
踏と
う
か歌
の
節せ
ち
え会
（
46
）
の
楽
曲
で
あ
る
」
と

も
い
っ
た
。
お
お
よ
そ
京
の
都
で
猿
を
舞
う
者
は
六
人
い
て
、
大

和
で
は
俗
に
狙そ
こ
う公
を
猿
回
し
と
い
う
。
こ
の
ほ
か
は
勝
手
に
猿
を

使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
伏
見
に
は
六
人
い
る
。
千
梅
著
の

《
篗わ
く
か
せ
わ

纑
輪
》（

47
）
で
「
猿
回
し
は
常
に
お
り
、
宮
中
に
や
っ
て
き
て

舞
い
、
情
趣
が
な
い
の
で
無
季
（
48
）
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
間
違

い
で
あ
る
。〔
前
の
猿
回
し
の
項
の
下
に
見
え
る
〕

　
　

�

万
歳
。
こ
れ
も
千
寿
万
歳
で
あ
り
、
千
寿
を
省
略
し
て
い
う
の
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だ
ろ
う
か
。《
岷み
ん
ご
う
に
っ
そ

江
入
楚
》（

49
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
正
月

十
四
日
十
五
日
、
都
の
風
流
な
男
が
、
月
の
興
に
の
っ
て
あ
ち
こ

ち
で
歌
っ
た
り
舞
っ
た
り
し
た
の
で
、
の
ち
の
時
代
に
千
秋
万
歳

と
い
っ
て
、
そ
れ
な
り
に
興
趣
が
あ
る
も
の
と
し
て
催
す
こ
と
が

あ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
そ
の
名
残
で
あ
る
、
云
々
」。
千
寿
万
歳

は
大
和
の
外
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。《
御
湯
殿
記
》
に
は
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。「
元
亀
三
年
正
月
五
日
、
北
畠
の
千
寿
万
歳
が

三
人
参
っ
た
、云
々
」。
北
畠
は《
指
南
抄
》（

50
）
に「
一
条
か
ら
北
、

そ
の
間
三
町
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
だ
か
ら
都
の
う
ち
に

も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
万
歳
と
称
す
る
の
は
、
烏
帽
子
、
素す
お
う袍

（
51
）
を
身
に
つ
け
、鼓
を
打
ち
、早
歌
を
唱
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

三
河
国
に
一
派
が
あ
る
。
あ
る
説
に
、
大お
お
え江

定さ
だ
も
と基
（
52
）
は
博
学
で

す
ぐ
れ
た
才
能
が
あ
り
、
仏
道
に
も
疎
く
な
い
人
で
、
正
月
の
祝

い
に
も
め
で
た
い
こ
と
が
充
ち
満
ち
て
い
る
と
い
っ
て
、
自
分
の

知
行
所
の
百
姓
に
教
え
、
仏ぶ
っ
ぽ
う
と
う
ぜ
ん

法
東
漸
（
53
）
の
歌
を
歌
わ
せ
、
春
の

は
じ
め
か
ら
俗
事
を
忘
れ
る
仲
立
ち
と
し
た
と
い
う
。
今
の
世
に

広
ま
っ
た
三
河
万
歳
が
こ
れ
で
あ
る
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

大
江
定
基
卿
は
三
河
守
で
、赤
坂
の
力
寿
と
い
う
も
の
を
恋
人
と
し
、

力
寿
が
死
ん
で
の
ち
に
出
家
し
て
、中
国
に
渡
っ
て�

寂じ
ゃ
く
し
ょ
う照

上
人
と
い
っ

た
。
世
間
で
鳥
追
い
（
54
）
と
い
う
も
の
を
正
月
に
唄
う
が
、
こ
れ
も
こ

の
大
江
定
基
の
御
作
で
あ
る
と
い
う
。

　

三
河
万
歳
は
別
所
村
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
て
、
鶴
太
夫
、
亀
太
夫

と
い
う
通
り
名
が
あ
る
。
才さ
い
ぞ
う蔵

と
い
う
相
方
が
い
て
、
こ
れ
は
奴
や
っ
こ

万
歳

で
あ
る
。
才
蔵
は
別
名
幸さ
い
わ
か若

と
も
い
う
若
い
従
者
で
あ
る
。
有
名
な

幸こ
う
わ
か若
も
幸さ
い
わ
か若
の
類
で
、
流
派
は
同
じ
で
は
な
い
が
よ
く
似
て
い
る
。

　

ま
た
秋
田
万
歳
は
早
歌
も
し
ぐ
さ
も
異
な
る
。
秋
田
万
歳
の
開
祖
も

三
河
国
か
ら
常
陸
国
に
来
て
、
そ
の
家
は
今
秋
田
の
久
保
田
に
あ
っ

て
代
々
針
生
清
太
夫
と
い
う
一
派
で
あ
る
。
烏
帽
子
に
松
竹
鶴
亀
の

紋
が
あ
る
水す
い
か
ん干
（
55
）
を
着
て
、
才
蔵
は
広
袖
厚
綿
入
れ
を
着
て
、
浅
黄

の
直ち
ょ
っ
ぺ
い
ず
き
ん

平
頭
巾
（
56
）
と
い
う
い
で
た
ち
で
あ
る
。
古
来
か
ら
家
に
伝
わ
る

十
二
段
の
曲
が
あ
り
、
表
六
番
、
家
建
万
歳
、
経
文
万
歳
、
神
力
万
歳
、

峰
入
万
歳
、
御
国
万
歳
、
双
六
万
歳
、
裏
万
歳
、
扇
万
歳
、
お
江
戸
万

歳
、
門
跡
万
歳
、
吉
原
万
歳
、
さ
く
ら
万
歳
、
名
寄
万
歳
な
ど
が
あ
る

が
、
代
々
長
い
間
子
々
孫
々
に
伝
え
ら
れ
、
変
化
し
て
い
っ
て
、
三
河

の
流
儀
と
は
大
い
に
異
な
っ
た
が
、
そ
う
は
い
う
も
の
の
、
昔
の
名
残

は
あ
る
。

　

ま
た
、
猿
舞
が
あ
り
、
そ
れ
を
猿さ
る
こ
う子
と
い
う
。
松
岡
武
太
夫
、
三
須

田
左
太
夫
が
こ
の
二
家
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
猿さ
る
こ
う狎
の
家
は
金か
な
さ砂
（
秋
田

市
）
の
東
清
寺
の
門
脇
に
住
ん
で
、
こ
の
寺
の
神
の
祭
り
な
ど
に
猿
狎

の
舞
が
あ
っ
た
が
、
今
は
屠え
と
り児
（
57
）
の
集
落
に
う
つ
っ
て
、
そ
こ
に
混

じ
っ
て
住
ん
で
い
る
。
猿
狎
は
猿
楽
で
あ
っ
て
「
さ
る
が
く
」
の
音
が
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変
化
し
て
そ
う
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
過
去
の
雅
な
言
葉
が
こ
こ
に
残
っ

た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
【
16
】
な
み
を
か
の
か
み
わ
ざ
（
浪
岡
の
神
事
）

　

陸
奥
津
軽
の
浪
岡
八
幡
宮
の
縁
起
は
、
高
野
山
の
僧
が
編
纂
し
た

も
の
で
、
花
山
少
将
忠
長
卿
（
58
）
が
賞
賛
し
て
、
正
保
（
一
六
四
四
～

四
八
）
の
頃
、
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〔
花
山
院
少
将
忠
長
卿
は
松

前
左
遷
、
帰
京
の
時
は
津
軽
を
通
り
、
黒
石
の
郷
に
お
泊
ま
り
に
な
っ

た
。松
前
で
四
月
の
中
頃
、梅
の
盛
り
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
、〈
都
で
語
っ

た
な
ら
ば
、
人
は
偽
り
だ
と
い
う
だ
ろ
う
。
卯
月
（
陰
暦
四
月
）
に
梅

の
盛
り
だ
と
い
う
の
は
〉
と
歌
に
詠
ま
れ
た
〕。

　

こ
の
八
幡
宮
の
神
事
は
八
月
十
五
日
で
あ
る
。
待
宵
の
舞
楽
試
演
の

夜
、
刀
や
脇
差
し
を
お
の
お
の
手
に
持
っ
て
、
こ
れ
を
交
換
し
た
い
、

こ
れ
を
交
換
な
さ
い
と
呼
ぶ
と
、
誰
と
も
な
く
交
換
す
る
。
こ
れ
を
夜

宮
の
刀ふ
り
か
え替

と
い
う
。
神
の
御
心
に
叶
う
人
は
、
必
ず
こ
の
夜
名
刀
を
得

る
と
い
う
。《
俳は
い
か
い
し
ん
き
よ
せ

諧
新
季
寄
》（

59
）
と
い
う
本
の
七
月
の
く
だ
り
に
、「
宝

剣
の
市
〔
備
中
足
守
〕、
刀
脇
差
し
を
市
で
販
売
す
る
。
例
年
一
振
り

ず
つ
名
剣
が
出
る
と
い
う
」
と
あ
る
。
筑
紫
太
宰
府
に
鷽う
そ
か
え替
（
60
）
と
い

う
神
事
が
あ
っ
て
、
黄
金
の
鷽
を
得
る
こ
と
が
あ
る
と
人
が
い
っ
て
い

た
。
り
っ
ぱ
な
神
事
に
も
多
い
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
浪
岡
の
郷
に
安あ
べ
の
さ
だ
と
う

倍
貞
任
（
61
）
の
末
子
の
高た
か
ほ
し星

の
古
城
が
あ
る
。

さ
ら
に
塚
が
あ
り
、
そ
の
子
の
名
の
つ
い
た
月つ

き
ほ
し
ど
の

星
殿
と
い
う
古
跡
が
あ

る
。
ま
た
、
岩
木
川
に
井
戸
淵
と
い
う
場
所
が
あ
る
。
宝
暦
の
は
じ
め

で
あ
ろ
う
、
長
雨
の
こ
ろ
、
川
岸
が
崩
れ
落
ち
て
井
桁
の
よ
う
な
も
の

が
二
つ
出
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
炭
が
と
て
も
多
く
、
大
き
な
笏し
ゃ
くが

二

本
あ
っ
た
。
こ
こ
に
埋
葬
さ
れ
た
人
は
時
代
を
経
て
骨
な
ど
も
溶
け
た

の
だ
ろ
う
か
。
今
稲
荷
神
社
の
近
く
に
あ
る
井
戸
淵
と
い
う
場
所
は
、

高
星
月
星
殿
を
埋
葬
し
た
棺
が
水
底
に
落
ち
て
、
井
桁
の
形
を
し
て
い

る
の
で
そ
う
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、時
頼
入
道
（
62
）
の
愛
妾
だ
っ
た
韓か
ら
い
と糸

姫
が
こ
こ
に
流
さ
れ
て
、

そ
の
菩
提
寺
〔
こ
の
寺
は
今
弘
前
の
禅
寺
構
と
い
う
と
こ
ろ
に
遷
さ

れ
、
万
象
寺
と
い
う
名
で
現
存
す
る
〕
の
跡
が
あ
る
。
五
郎
姫
六
郎
姫

の
祭
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
安
倍
氏
の
姫
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
金こ
ん
こ
う光

上し
ょ
う
に
ん

人
（
63
）
の
塚
が
あ
る
。

　

い
わ
れ
の
多
い
と
こ
ろ
で
、
私
は
《
浪
岡
物
語
》（

64
）
と
い
う
一
巻

を
書
い
た
事
が
あ
る
。「
あ
さ
ぎ
は
か
ま
」
と
い
う
く
だ
り
に
、「
浪
岡

の
源
常
林
の
銀
杏
の
木
〔
こ
の
あ
た
り
に
強
清
水
桂
林
と
い
う
鍛
冶
が

い
て
、
槍
を
主
に
う
っ
て
い
る
。
今
は
浪
岡
槍
と
い
っ
て
笹
葉
形
、
袋

打
な
ど
が
あ
る
〕」、
ま
た
「
浅
黄
袴
に
色
小
袖
、
つ
ま
を
探
し
て
と
ぼ

と
ぼ
と
」
と
い
う
地
唄
が
残
っ
て
い
る
。
い
わ
れ
の
あ
る
こ
と
だ
と
い

う
。
も
っ
と
書
き
た
い
こ
と
は
あ
る
が
、
省
く
。
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【
17
】
な
ゐ
ふ
り
し
き
さ
か
た
（
大
地
が
揺
れ
た
象
潟
）

　
《
閑
田
耕
筆
》
二
巻
人
部
の
条
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

人
の
寿
命
は
は
か
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

�

橘た
ち
ば
な
な
ん
け
い

南
谿
の
《
東
遊
記
》（

65
）
に
、
越
後
糸
魚
川
の
近
く
、
下
名
立

　
　

�

と
い
う
と
こ
ろ
の
津
波
の
話
を
載
せ
て
い
て
、
命
あ
る
も
の
が
こ

と
ご
と
く
み
な
亡
く
な
っ
た
中
で
、
一
人
木
の
根
に
引
っ
か
か
っ

て
い
た
女
性
が
い
て
、
息
を
吹
き
返
し
、
被
災
時
の
一
部
始
終
を

語
っ
た
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政
四
年
四
月
一
日
夜
、

島
原
津
波
の
時
も
、
溺
死
者
の
中
で
わ
ず
か
に
息
が
あ
る
も
の

に
薬
を
用
い
た
も
の
の
、
み
な
救
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

四
五
歳
の
子
ど
も
が
た
だ
一
人
生
き
残
っ
て
い
た
の
で
、
三
宝
村

の
肝
煎
の
家
で
育
て
た
と
い
う
。
ま
た
、
今
か
ら
百
年
前
に
な
る

だ
ろ
う
か
、
難
波
津
波
の
時
は
、
同
国
富
田
普
門
寺
の
竜
渓
和
尚

が
人
か
ら
の
依
頼
で
逗
留
し
て
お
り
、人
が
皆
走
っ
て
逃
げ
る
中
、

和
尚
は
「
時
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
参
禅
の
僧
十
人
と
と
も
に
死

を
選
ん
だ
。
年
齢
は
八
十
余
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
十
人
の

中
で
た
だ
一
人
だ
け
は
息
が
あ
る
よ
う
に
み
え
た
の
で
、
薬
を
使

う
と
蘇
生
し
、
和
尚
の
教
え
な
ど
を
語
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
も
同

様
の
例
で
あ
る
。
和
尚
も
富
田
に
い
た
な
ら
ば
災
い
に
遭
う
こ
と

も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
、
こ
こ
に
い
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
不
慮

の
死
を
と
げ
る
運
命
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

い
に
し
え
の
富
士
山
噴
火
の
時
の
地
震
こ
そ
知
ら
な
い
が
、
伊
豆
大

島
、
薩
摩
の
桜
島
、
信
濃
の
浅
間
山
も
噴
火
し
た
。
そ
の
浅
間
山
の
麓

の
住
人
で
あ
る
が
、
噴
火
の
際
、
訴
訟
が
あ
っ
た
た
め
江
戸
に
い
た
者

が
、
た
だ
一
人
存
命
し
て
い
る
。《
閑
田
耕
筆
》
の
話
と
同
様
で
あ
る
。

文
化
元
年
、
六
月
八（
マ
マ
）日

の
夜
亥
の
刻
（
九
時
半
か
ら
十
一
時
頃
）、
鳥

海
山
が
噴
火
し
て
大
地
が
揺
れ
、
象
潟
は
埋
も
れ
、
文
化
七
年
八
月

二
十
七
日
、
男
鹿
の
地
震
で
生
鼻
崎
が
崩
れ
た
時
も
、
不
思
議
に
命
が

助
か
っ
た
人
も
あ
っ
た
。

　
　
【
18
】
で
す
の
よ
こ
な
ま
り

　

秋
田
地
方
で
は
、
銭
袋
も
銭
箱
も
み
な
「
じ
ょ
う
ず
」
と
い
い
、
ま

た
、
村
落
の
政
務
に
関
係
す
る
、
田た
ぶ
み文
や
水み
ず
ち
ょ
う帳（

66
）
な
ど
を
入
れ
た
箱

な
ど
を
鎖
で
閉
ざ
し
た
重
い
調
度
も
「
じ
ょ
う
ず
」
と
い
う
。
鎖じ
ょ
う
ず司

な

ど
と
書
く
。《
倭
訓
栞
》
に
「
で
す
。
銭で

す司
の
読
み
で
あ
る
。
山
城
国

相
楽
郡
の
里
で
あ
る
。
貞
観
年
間
、
銭
を
鋳
造
す
る
役
所
が
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。

　

思
う
に
、「
じ
ょ
う
ず
」
は
「
で
す
」
が
訛
っ
て
変
化
し
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
《
続
紀
》
二
十
八
巻
に

「
高
野
天
皇
〔
称
徳
天
皇
の
こ
と
を
こ
う
申
し
上
げ
る
〕
の
御
代
、
神
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護
景
雲
元
年
冬
十
月
云
々
。
十
一
月
、
銭
貨
を
偽
造
し
た
者
、
王
清
麿

ら
四
十
人
に
銭
鋳
部
と
い
う
姓
を
与
え
、出
羽
国
に
流
し
た
」
と
あ
る
。

銭で

す司
は
、
そ
の
古
い
時
代
な
ど
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
き
て
、
そ
の
う

ち
発
音
が
変
化
し
て
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ど
こ
の
者
と
も
わ
か
ら
な
い
人
々
だ
が
、
鳥
銃
や
火
縄
銃
な

ど
（
67
）
の
鋳
造
技
術
が
あ
る
者
が
陸
奥
と
出
羽
の
境
の
深
山
に
集
ま
り
、

密
鋳
銭
を
作
っ
た
の
で
、
追
放
さ
れ
た
り
捕
縛
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
も
、
鋳
銭
部
の
な
ご
り
で
あ
ろ
う
。

　
　
【
19
】
さ
ば
の
は
つ
い
ひ
（
散
飯
の
初
飯
）

　

禅
宗
僧
侶
が
食
事
を
す
る
時
は
、
ま
ず
散さ

ば飯
と
い
う
も
の
を
取
り
分

け
る
作
法
が
あ
る
。
一
般
に
僧
侶
は
み
な
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ

が
酒
を
飲
む
時
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
神
に
酒
を
手
向
け
た
後
で
飲
み
、
唱

い
、
騒
ぐ
の
が
古
い
時
代
の
風
習
で
あ
る
。
散
飯
は
初さ
き
は
め啖
の
意
味
だ
ろ

う
か
。《
万
葉
集
》
に
、「
う
り
は
め
ば
」「
く
り
は
め
ば
」
な
ど
と
詠

ま
れ
て
い
る
。「
食は

む
」
と
い
う
の
は
古
い
言
葉
で
あ
る
。

　
《
倭
訓
栞
》
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

さ
ば
。《
禁き
ん
ぴ
し
ょ
う

秘
抄
》（

68
）
に
「
さ
ば
を
取
り
、
箸
を
立
て
、
給
仕
の

者
は
御
箸
を
取
り
、
折
っ
て
出
す
」
と
書
い
て
い
る
。《
左さ
け
い
き

経
記
》

（
69
）
に
散
飯
を
よ
ん
で
い
る
。
ま
た
、「
さ
ん
ば
」
と
も
い
う
。

度わ
た
ら
い会
氏
（
70
）
の
説
で
は
「
豊
受
大
神
宮
御み
け
ど
の

饌
殿
の
中
に
散
飯
の
壺

が
あ
る
。
小
箱
を
置
い
て
朝
夕
御
供
え
の
散
飯
を
入
れ
る
」
と
い

う
。
天
皇
に
は
御お
と
り
ぞ
め

取
初
と
称
す
る
と
も
い
う
。
飲
食
の
祖
神
を
祀

る
。
御
飯
の
さ
ば
は
天あ
ま
が
つ児
（
71
）
の
か
わ
ら
け
（
素
焼
の
器
）
に
取

り
う
つ
す
と
い
う
。
ま
た
、
散
花
と
書
く
の
は
、
御
飯
の
上
の

亀き
そ
く足
（
72
）
を
取
り
の
ぞ
く
か
ら
で
あ
る
と
も
い
う
。《
論
語
》
郷

党
篇
に
「
君
主
に
侍
っ
て
陪
食
す
る
時
は
、
君
主
が
食
前
の
お
供

え
を
祭
る
間
に
、
ま
ず
毒
見
の
た
め
に
食
べ
始
め
る
」
と
あ
り
、

注
に
「
祭
は
、
は
じ
め
に
飲
食
を
し
た
祖
先
へ
の
感
謝
と
し
て

祭
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
あ
る
。
一
説
に
、「
生
飯
」
と
書
い

て
宋
音
で
「
さ
ば
」
と
い
う
。
こ
れ
は
仏
教
徒
の
儀
礼
で
あ
る
。

《
仏ぶ
っ
そ
と
う
き

祖
統
記
》（

73
）
に
「
仏
が
広
野
の
鬼
神
鬼
子
等
の
た
め
に
供

え
物
を
施
し
、
多
く
の
僧
侶
が
出す
い
さ
ん生
（
74
）
の
食
を
継
承
し
た
の
が

こ
の
由
来
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。「
鬼
と
り
」
と
い
う
の
は
、

こ
こ
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
い
う
。《
枕
草
子
》
に
「
カ
ラ

ス
が
斎と
き

の
さ
ば
を
喰
う
」
の
を
「
さ
わ
が
し
い
も
の
」
の
中
に
入

れ
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

と
て
も
古
い
習
慣
な
の
だ
ろ
う
。

49



　
　
【
20
】お
い
さ
み
を
の
む
そ
み
か
く
だ（
お
い
さ
み
を
飲
む
修
験
者
）

　

山
伏
の
よ
う
な
者
が
五
六
人
、
杉
林
を
見
て
「
お
い
さ
み
が
あ
る
」

と
い
い
、
み
な
入
っ
て
酒
を
飲
ん
で
い
た
。
羽
黒
参
り
で
あ
ろ
う
。
羽

黒
山
、
月
山
、
湯
殿
山
を
巡
拝
す
る
修
行
者
は
、
飯
を
「
や
わ
ら
」、

汁
を
「
お
は
し
り
」、
飯
の
湯
を
「
こ
く
う
ぞ
う
」、
火
を
「
お
た
す

け
」、酒
を
「
お
い
さ
み
」
と
い
う
。
こ
れ
を
羽
黒
の
忌
み
言
葉
と
い
う
。

大お
お
み
ね
い
り

峰
入
（
75
）
の
時
に
酒
を
「
胡
麻
酢
」、
ま
た
五ご
き
じ
ょ

鬼
助
（
76
）
の
酒
を
「
藪

潜む
ぐ

り
」
と
い
う
。

　
　
【
21
】
ふ
く
ひ
き
の
も
ち
ひ
（
福
引
の
餅
）

　

出
羽
や
陸
奥
な
ど
で
は
、
そ
の
日
に
つ
い
た
餅
を
火
で
あ
ぶ
っ
て
食

べ
る
事
は
け
っ
し
て
し
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
人
を
火
葬
し
て
遺

骨
を
拾
う
時
に
、
二
人
一
組
で
粢し
と
ぎを

引
手
が
切
っ
て
火
に
打
ち
入
れ
る

習
わ
し
が
あ
る
の
で
、
そ
の
日
つ
い
た
餅
を
あ
ぶ
り
餅
と
は
し
な
い
の

で
あ
る
。《
壒あ
い
の
う
し
ょ
う

嚢
鈔
》（

77
）
三
巻
の
年
始
賞
餅
の
く
だ
り
に
、「
二
人
向

か
い
合
い
、
餅
を
引
っ
ぱ
り
あ
っ
て
分
け
る
の
を
福
引
と
い
い
な
ら
わ

し
て
い
る
の
も
、
い
わ
れ
の
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
宮

中
で
餅
の
名
を
福
生
菓
と
い
う
」
と
あ
る
。
生
ま
れ
故
郷
の
習
わ
し
で

も
福
引
と
い
う
の
を
忌
み
嫌
う
。
信
濃
国
牛
伏
寺
の
正
月
の
御
供
え
餅

を
福ふ
く
で出
と
い
う
。
ま
た
、
出
羽
で
も
そ
う
い
う
。

　
　
【
22
】
か
め
の
鳴
く
夕
ぐ
れ

　

三
河
国
の
渋
川
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
田
植
え
の
時
、
夕
方
不
思
議
な

声
が
し
て
「
鳴
い
て
い
る
の
は
ど
ん
な
鳥
だ
ろ
う
」
と
い
う
と
、
歌

い
連
れ
立
っ
て
帰
っ
て
き
た
田
植
え
女
が
そ
れ
を
聞
い
て
「
亀
が
鳴

い
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。「
本
当
に
亀
が
鳴
い
て
い

る
ん
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、「
泥
亀
が
水
か
ら
首
を
も
た
げ
て
鳴
い

て
い
る
ん
で
す
」
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
「
す
ぽ
ん
す
ぽ
ん
」

と
鳴
く
声
か
ら
「
す
っ
ぽ
ん
」
と
い
う
名
前
が
つ
い
た
の
だ
ろ
う
。

《
新し
ん
せ
ん
ろ
く
じ
ょ
う

撰
六
帖
》（

78
）
に
、〈
対
岸
の
遠
く
の
田
中
の
夕
闇
に
、
な
ん
だ
ろ

う
と
聞
く
と
、
亀
が
鳴
い
て
い
る
の
で
あ
る
〉
と
い
う
歌
が
あ
る
。
今

は
じ
め
て
こ
の
歌
の
意
味
が
わ
か
っ
た
。
泥
亀
を
詠
ん
だ
歌
な
の
で
あ

る
。

　

ま
た
《
閑
田
耕
筆
》
物
の
部
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

亀
の
看か
ん
き
ん経
（
79
）
と
い
う
の
が
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。
私
は
ま
さ
に

そ
れ
を
聞
い
た
。
本
当
に
程
よ
い
調
子
の
、
硬
い
鐘
を
打
つ
よ
う

な
音
で
、
は
じ
め
は
雨
だ
れ
拍
子
で
、
次
第
に
早
く
、
俗
に
い
う

責せ
め

念ね
ん
ぶ
つ仏
（
80
）
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、す
っ
ぽ
ん
を
「
す
っ
ぽ
ん
」

と
よ
ぶ
の
も
、
そ
の
鳴
く
声
の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
は
遠
く
で

「
す
っ
ぽ
ん
す
っ
ぽ
ん
」
と
鳴
く
。
み
な
夜
に
な
っ
て
聞
く
。

--------------------------------------------------------------------------------------
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本
当
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。ま
す
ま
す
歌
の
意
味
も
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
泥
に
頭
を
つ
っ
こ
み
な
が
ら
鳴
く
と
い
う
。
三
河
、
尾
張
の
方

言
で
す
っ
ぽ
ん
を
鼈と
ち

と
い
う
の
は
、
泥ど
ろ
つ
き突

の
意
味
だ
ろ
う
か
。

　
　
【
23
】
星
の
葉
ぐ
さ
、
し
の
ぶ
ぐ
さ

　
《
閑
田
耕
筆
》
物
の
部
の
巻
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

ま
た
同
じ
人
の
話
〔
村
井
古
厳
の
話
を
さ
し
て
い
る
〕
に
、「
忍

草
（
81
）
の
形
は
今い
ま
が
わ川

了り
ょ
う
し
ゅ
ん

俊
の
《
言ご
ん
じ
ん
し
ゅ
う

塵
集
》（

82
）
に
図
が
出
て
い
る
。

こ
れ
は
賀
茂
真
淵
の
説
と
同
じ
よ
う
に
、
風
蘭
の
形
で
裏
に
星
が

あ
る
も
の
で
あ
る
。
忍
摺
り
（
83
）
の
狩
衣
と
い
う
の
は
、
小
さ
な

水
玉
の
よ
う
な
形
を
摺
っ
て
、
そ
の
忍
草
の
裏
の
星
に
な
ぞ
ら
え

た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
の
は
、《
鷹た
か
き
ょ
う
べ
ん
ぎ
ろ
ん

経
弁
疑
論
》（

84
）
に

『
鷹
の
尾
に
し
の
ぶ
の
斑ふ
（
85
）』
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
水

玉
の
小
さ
い
も
の
だ
と
あ
る
か
ら
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
推
し
測
れ

ば
わ
か
る
」
と
い
う
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

千
賀
の
塩
釜
の
藤
塚
式
部
知
章（
明
）の
《
し
の
ぶ
考
》
と
い
う
書
が
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
が
、
忍
草
の
屋
遊
金
星
草
な
ど

と
い
う
漢
名
は
一
般
に
み
な
知
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
し
て
忍
草

と
い
う
の
か
、
誰
も
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
し
の
ぶ

は
星
の
葉
ぐ
さ
の
呼
び
名
の
変
化
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。あ
る
い
は
、

星ほ
し
の
ふ
ぐ
さ

生
草
が
略
さ
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
【
24
】
水
行
川
の
く
も
で

　

前
の
章
段
と
同
じ
書
の
同
じ
巻
に
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�《
伊
勢
物
語
》（

86
）
八
橋
の
段
に
、「
水
の
流
れ
を
塞せ

き
止
め
た
川

が
蜘
蛛
手
な
の
で
〔
現
在
の
本
に
は
「
水み
ず
い行
く
」
と
あ
る
。
真
名

本
に
「
水み
ず
せ塞

く
」
と
あ
る
も
の
が
正
し
い
と
い
う
〕」
と
あ
る
が
、

賀
茂
氏
の
解
釈
で
は
「
蜘
蛛
の
手
が
開
く
よ
う
に
左
右
に
支
流
を

作
っ
て
田
に
水
を
入
れ
る
た
め
に
使
う
。
だ
か
ら
橋
を
八
つ
渡
し

て
い
る
」
と
い
う
。
そ
の
図
も
載
せ
て
い
る
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

こ
れ
は
蜘
蛛
手
の
こ
と
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
論
じ
て
い
る
よ
う
に
受

け
取
れ
る
。
私
は
尾
張
で
「
水
行
く
川
の
」
と
書
い
た
巻
物
を
解
い
て

屏
風
に
貼
り
付
け
て
あ
る
の
を
見
た
。
こ
れ
は
水
を
引
く
と
い
う
こ
と

を
「
水
い
く
」
と
書
き
誤
っ
て
、
そ
れ
を
ま
た
文
字
で
「
水
行
川
」
と

書
い
た
も
の
を
板
本
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
「
水
行
く
川
」

の
説
が
と
て
も
多
い
。

　

川
の
本
流
か
ら
用
水
を
数
多
く
引
い
て
田
面
に
水
を
落
と
す
。
そ
の

川
に
小
さ
な
橋
を
八
つ
ば
か
り
並
べ
て
掛
け
た
も
の
が
、
出
羽
や
陸
奥
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な
ど
に
と
り
わ
け
多
い
。
そ
れ
を
堰
と
い
う
。「
水
引
く
」
と
い
う
の

は
現
在
も
っ
ぱ
ら
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
書
に
も
「
清
流

に
勢
い
の
激
し
い
早
瀬
が
あ
り
、
左
右
に
光
や
色
が
う
つ
り
あ
う
。
引

い
て
流
り
ゅ
う
し
ょ
う
き
ょ
く
す
い

觴
曲
水
（
87
）
を
な
す
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
も
水
を
引
く

と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。

　

同
じ
く
《
閑
田
耕
筆
》
の
同
じ
く
だ
り
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

今
、
燈
台
の
蜘
蛛
手
と
い
う
も
の
は
、
十
文
字
を
斜
め
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
も
古
く
か
ら
い
う
と
の
こ
と
。
同
じ
く
村
井
古

厳
の
考
察
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�「
初
瀬
寺
の
縁
起
に
、
ろ
の
字
を
上
下
に
置
い
て
歌
を
詠
ん
だ
者

に
娘
を
与
え
る
と
い
う
人
が
あ
っ
た
。
そ
の
娘
を
思
い
慕
っ
て
観

世
音
に
お
祈
り
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
夢
の
お
告
げ
を
い
た
だ
い

て
詠
ん
だ
歌
と
し
て
、〈
ろ
く
ろ
（
滑
車
）
を
引
く
、
互
い
違
い

の
綱
が
行
き
帰
り
す
る
蜘
蛛
手
を
見
る
と
、
思
い
に
ふ
け
る
こ
の

頃
で
あ
る
〉
と
あ
る
の
も
、
先
に
述
べ
た
十
文
字
が
斜
め
で
あ
る

こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
《
平
家
物
語
》
の
大
納
言

成
親
卿
を
閉
じ
こ
め
た
と
こ
ろ
に
小
松
殿
が
訪
れ
た
く
だ
り
に

『
く
も
で
に
結
ん
だ
中
に
閉
じ
こ
め
て
』
と
あ
る
。
こ
れ
は
材
木

を
交
差
さ
せ
て
囲
っ
た
も
の
な
の
で
同
様
で
あ
る
」。

　
　

�

畑
橘
州
に
も
ま
た
説
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
　

�「
く
も
で
は
組
む
手
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
雲
を
く
も
と
い
う

の
も
、
曇
る
と
い
う
意
味
で
、
曇
る
は
籠
る
の
こ
と
で
あ
る
。
意

味
は
別
だ
が
、
言
葉
の
前
例
は
こ
う
い
っ
た
も
の
だ
」。

　
　

�

な
る
ほ
ど
、
面
白
い
考
察
で
、
古
厳
の
典
拠
と
照
ら
し
合
わ
せ
る

と
よ
い
だ
ろ
う
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

私
が
考
え
る
に
、
く
も
で
は
〈
あ
ち
こ
ち
に
行
き
交
い
な
が
ら
生
え

る
谷
の
梢
を
く
も
で
に
し
て
、
ま
だ
散
っ
て
い
な
い
花
を
踏
む
よ
う
な

木
曽
の
懸
け
橋
で
あ
る
〉（

88
）
と
も
歌
わ
れ
て
い
る
。

　
　
【
25
】
く
ず
ば
な
、
く
ず
の
う
を
（
葛
花
、
葛
の
魚
）

　

大
和
国
の
吉
野
葛
と
い
っ
て
、
葛
粉
が
有
名
な
の
は
、
古
い
時
代
、

国く
ず
び
と

栖
人
（
89
）
の
家
で
作
っ
て
献
上
し
た
の
で
、
そ
の
草
を
く
ず
、
く
ず

の
葉
、
く
ず
か
ず
ら
と
も
い
う
か
ら
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
吉
野
皿さ
ら
だ
け尺

（
90
）」
と
い
っ
て
、
初
秋
の
頃
の
鮎
を
国く

ず栖
の
魚
と
よ
ぶ
と
い
う
。
ま

た
《
日に
っ
と
う
ぎ
ょ
ふ

東
魚
譜
》（

91
）
の
鮎
の
く
だ
り
に
、「
国
栖
の
魚　

吉
野
の
方
言
、

云
々
」
と
書
い
て
い
る
。
ど
こ
で
も
鮎
と
し
か
思
っ
て
い
な
い
人
が
多

い
が
、
そ
れ
は
川
沙は

ぜ魚
と
い
う
魚
で
あ
る
。
こ
の
魚
は
、
出
羽
国
秋
田

の
八
郎
潟
で
と
て
も
多
く
獲
れ
る
魚
で
あ
る
。
方
言
で
は
「
ぐ
ず
」
と

い
う
。
そ
れ
は
国
栖
が
訛
っ
て
そ
う
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
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【
26
】
そ
で
の
う
ら

　

袖
の
浦
は
、出
羽
国
由
利
郡
吹
浦
の
呼
び
名
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、

陸
奥
に
衣
川
が
あ
る
。
そ
の
流
れ
の
末
に
落
ち
る
海
を
袖
の
湊
、
ま
た

袖
の
渡
り
と
い
う
。
ま
た
同
じ
国
、
石
巻
の
住
吉
神
社
の
入
り
江
の
渡

り
の
こ
と
も
、
袖
の
渡
り
と
い
う
。
出
羽
国
福
浦
を
袖
の
浦
と
い
う
の

は
、
息お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

長
帯
比
売
命
（
92
）
の
い
わ
れ
が
あ
っ
て
、
そ
う
よ
ぶ
。
ま
た
、

象
潟
で
は
袖
掛
の
松
な
ど
と
い
う
名
前
も
聞
く
。
こ
の
袖
の
浦
の
い
わ

れ
を
も
っ
て
、秋
田
の
土
崎
湊
を
御お

も裳
に
な
ず
ら
え
て
裳
裾
の
浦
と
し
、

御お
も
の
う
ら

裳
浦
と
し
た
。
ま
た
御
物
川
の
湊
な
の
で
面お
も

の
川
な
ど
と
も
書
い
て

い
る
。

　

寒
風
山
も
元
は
坡は
ぶ
か
け欠
山
と
い
っ
て
い
た
が
、風
流
な
人
々
が
寒さ
む
か
ぜ風〔
伊

勢
の
地
名
と
同
じ
〕
山
と
し
て
俳
諧
や
漢
詩
を
作
り
、
和
歌
に
詠
ん
だ

の
で
、
そ
の
名
が
雅
に
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

元
亀
、
天
正
の
頃
は
、
ど
こ
で
も
連
歌
が
流
行
っ
て
、
秋
あ
き
た
じ
ょ
う
の
す
け
さ
ね
す
え

田
城
介
実
季

公
（
93
）
の
世
に
、
人
々
は
も
っ
ぱ
ら
和
歌
や
連
歌
を
好
ん
で
風
流
な
こ

と
に
打
ち
込
み
、
寒
風
山
も
男
鹿
の
浦
山
な
の
で
妻つ
ま
こ
い
や
ま

恋
山
と
名
づ
け
、

ま
た
、
男
鹿
の
琴
川
の
末
が
流
れ
入
る
八
郎
潟
を
琴
の
海
と
し
た
。
そ

れ
は
近
江
国
の
琵
琶
湖
に
こ
じ
つ
け
た
も
の
だ
が
、
湖
の
形
は
琴
に
似

て
い
る
。
武
蔵
の
晩ば
ん
と
く得
翁
（
94
）
が
〈
淡
海
に
て
五
郎
よ
く
聞
け
時
鳥
〉

と
い
う
句
を
作
っ
た
が
、「
近
江
は
源
五
郎
鮒
、
出
羽
は
八
郎
鮒
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
に
思
い
当
た
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
袖
と
い
う
名
の
あ
る
場
所
は
世
の
中
に
と
て
も
多
い
。
秋
田

の
山や
ま
が
つ賤
（
95
）
た
ち
は
、外そ
と

と
い
う
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
「
そ
で
」
と
い
う
。

出
羽
陸
奥
と
も
、
山
里
な
ど
に
外そ
で
や
ま山

、
外そ
で
さ
き崎

、
外そ
で
さ
わ沢

と
い
う
地
名
が
と

て
も
多
い
。
袖
の
浦
も
袖
の
渡
り
も
袖
の
湊
も
、
元
は
外そ
で

か
ら
来
た
言

葉
な
の
だ
ろ
う
。
遠
い
筑
紫
国
に
も
袖
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
菅
原

道
真
公
が
左
遷
の
際
乗
船
さ
れ
た
船
も
筑
紫
国
博
多
に
到
着
し
、
道
真

公
は
袖
の
湊
で
お
降
り
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
袖
の
湊
も
外そ
で

の
意
味

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
【
27
】
似
た
る
名
ど
こ
ろ

　

出
羽
の
銅
山
を
阿
仁
と
い
う
。
中
国
の
金
山
に
銅
仁
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
る
。
そ
れ
は
《
天て
ん
こ
う
か
い
ぶ
つ

工
開
物
》（

96
）
に
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
出
羽

の
八
郎
潟
の
近
く
に
雄
琴
川
〔
男
鹿
の
琴
の
意
味
で
あ
る
。
今
は
琴
川

と
い
う
〕
が
あ
る
。
近
江
の
琵
琶
湖
の
あ
た
り
に
雄
琴
山
〔
志
賀
郡
に

雄
琴
神
社
が
あ
る
。《
江こ
う
げ
ん
ぶ
か
ん

源
武
鑑
》（

97
）
に
詳
し
く
載
っ
て
い
る
〕
と
い

う
山
が
あ
る
。
互
い
に
よ
く
似
て
い
る
。

　
　
【
28
】
い
と
こ
や

　

陸
奥
の
南
部
、
田
名
部
の
里
の
あ
た
り
で
、
親
し
く
仲
の
良
い
人
た

ち
は
も
っ
ぱ
ら
、
互
い
に
「
い
と
こ
や
」「
い
と
こ
よ
」
と
呼
び
あ
う
。
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半
分
戯
れ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
古
風
な
言
葉
で

あ
る
。

　
《
古
事
記
伝
》
十
一
巻
〔
三
十
九
丁
〕
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�「
伊い

と

こ

や

刀
古
夜
」は
妹い
も

の
枕
詞
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。「
い
と
こ
」と
、

人
を
愛
情
深
く
親
し
げ
に
呼
ぶ
名
で
、「
愛
お
し
い
子
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
〔
古
の
字
は
子
の
仮
名
に
用
い
る
。
こ
の
記
述
が
例

で
あ
る
〕。《
万
葉
集
》
十
六
〔
二
十
九
丁
〕
に
「
い
と
こ
な
せ
の

君
（
親
愛
な
る
あ
な
た
よ
）
じ
っ
と
し
て
い
て
、
さ
て
ど
こ
か
へ

行
く
と
い
っ
て
は
、
云
々
」
と
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

な
る
ほ
ど
、「
い
と
こ
」
と
こ
こ
で
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

本
当
に
古
い
言
葉
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
【
29
】
た
ま
よ
ろ
ひ

　

私
が
ま
だ
子
ど
も
の
頃
、
や
さ
か
に
の
曲ま
が
た
ま玉
（
98
）
と
い
う
も
の
が
多

く
掘
り
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
聞
い
た
。
そ
こ
で
、
富
士
山
を
見

に
行
っ
た
折
に
、帰
り
は
甲
斐
が
嶺
を
見
よ
う
と
そ
の
国
に
行
き
着
き
、

小
河
原
の
加
賀
美
信
濃
守
源
光
章
の
翁
を
訪
ね
て
、
こ
の
曲
玉
の
こ
と

を
尋
ね
た
。
す
る
と
「
そ
の
昔
、
玉
よ
ろ
い
と
い
っ
て
、
死
に
装
束
に

糸
で
つ
な
い
で
玉
を
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
土
中
で
死
体
が
土
と
な
っ

て
、
か
け
て
飾
り
整
え
た
玉
だ
け
が
残
っ
た
も
の
で
あ
る
。
古
い
書
に

も
書
い
て
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
。
も
っ
と
も
な
道
理
で
あ
ろ
う
。
多
く

は
古
墳
の
中
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
。

　
《
名め
い
ぶ
つ
ろ
く
じ
ょ
う

物
六
帖
》（

99
）
器
財
箋
三
巻
葬
祭
祀
の
く
だ
り
に
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

珠
た
ま
の
こ
ろ
も
た
ま
の
よ
ろ
い

襦
玉
柙
。《
漢
書
》（

100
）
董
賢
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�「
東
園
の
棺
桶
、
珠
襦
玉
柙
（

101
）
を
賢
に
与
え
、
不
足
な
も
の
は

ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
。
註
・
顔
師
古
が
い
う
に
は
、
珠
襦
は
珠
で

糸
を
作
り
、
よ
ろ
い
の
よ
う
に
こ
れ
を
連
ね
て
縫
う
た
め
に
、
黄

金
を
糸
と
す
る
。
腰
よ
り
下
は
、
玉
を
柙
と
し
て
足
に
い
た
る
ま

で
同
様
に
縫
う
た
め
に
、
黄
金
を
糸
と
す
る
」

　
　

�

思
う
に
、《
日
本
書
紀
》
孝
徳
天
皇
二
年
、
詔
の
文
書
に
「
私
は

こ
の
墳
丘
を
開
墾
で
き
な
い
土
地
に
造
っ
て
、
天
皇
の
代
が
次
々

と
代
わ
っ
た
後
に
は
、そ
の
場
所
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

死
者
の
口
に
珠
玉
を
ふ
く
ま
す
習
慣
を
や
め
よ
。
珠
襦
玉
柙
を
施

す
な
。
そ
れ
ら
諸
々
は
愚
俗
な
人
間
の
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い

う
。

　
　

�
日
本
で
は
昔
、
身
分
の
高
い
人
を
葬
る
の
に
、
珠
襦
玉
柙
を
用
い

た
。
そ
れ
か
ら
長
く
時
が
流
れ
て
い
る
。
百
余
年
前
、
丹
州
（
丹

波
国
、
ま
た
は
丹
後
国
）
の
あ
る
山
村
で
古
墳
を
掘
り
起
こ
し
た
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と
こ
ろ
、
石
で
造
っ
た
棺
の
外
わ
く
が
出
て
き
た
。
中
に
立
派
な

体
格
の
男
性
の
遺
体
が
あ
り
、
全
身
に
玉
衣
を
思
わ
せ
る
よ
ろ
い

を
ま
と
っ
た
よ
う
な
姿
が
な
お
保
た
れ
て
い
た
。
人
は
珠
を
取
っ

て
腰よ
う
は
い佩

の
圧へ
し
ぐ
ち口
（

102
）
と
し
た
。
私
は
そ
の
一
粒
を
見
て
取
っ
た
。

細
い
筆
の
管
の
よ
う
な
形
だ
っ
た
。
長
さ
は
一
寸
に
み
た
ず
、
深

緑
色
で
、
縄
を
通
す
孔
が
あ
る
。
思
う
に
、
い
に
し
え
、
身
分
の

高
い
人
の
庇
蓋
（

103
）
は
珠
襦
で
あ
っ
た
。

　
　

�

ま
た
思
う
に
、
霍
光
伝
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

�「
大
后
が
昌
邑
王
を
廃
さ
れ
、
珠
襦
を
着
て
盛
装
し
、
武
が
と
ば

り
の
中
に
座
っ
た
。
侍
る
者
数
百
人
。
皆
武
器
を
持
っ
て
、
天
子

の
護
衛
兵
や
武
士
が
階
段
の
下
に
侍
立
し
、
戟
を
ず
ら
り
と
並
べ

た
。
註
・
晋
灼
が
い
う
に
は
、
珠
を
貫
き
、
衣
服
の
形
に
し
た
、

今
の
革
製
の
衣
服
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」

　
　

�

お
そ
ら
く
珠
襦
は
元
々
、
葬
具
専
用
で
は
な
か
っ
た
。
身
分
の
高

い
人
が
こ
れ
を
盛
装
と
し
、不
慮
の
場
合
に
備
え
た
こ
と
に
よ
り
、

こ
う
し
て
葬
っ
た
の
で
あ
る
、
云
々
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

珠
襦
玉
柙
は
葬
礼
の
飾
り
付
け
だ
け
で
は
な
い
に
違
い
な
い
。
か
の

丹
波
国
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
深
緑
色
の
玉
は
、《
万
葉
集
》
に
〈
竹た
か
だ
ま玉

（
104
）
を
た
く
さ
ん
貫
き
垂
ら
し
〉
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
竹
玉
と

い
う
の
が
正
式
な
の
で
あ
ろ
う
。
今
も
竹
を
切
っ
て
管
に
し
て
、
縄
で

貫
い
て
、
神
事
に
用
い
て
い
る
。
古
い
時
代
で
も
管く
だ
た
ま玉
（

105
）
は
豊
富
に

は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
仮
に
竹
玉
を
貫
い
て
太
刀
に
も
装
束

に
も
お
か
け
に
な
っ
た
。昔
の
様
子
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

真ま
た
ま玉
（

106
）、
竹
玉
、
勾
玉
、
さ
ま
ざ
ま
な
玉
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

遠
江
国
新
居
〔
古
名
は
浜
名
〕
か
ら
八
町
行
く
と
中
の
合
村
が
あ
る
。

そ
こ
に
飛
神
神
社
が
あ
り
、
こ
の
社
に
勾
玉
を
飛
神
と
し
て
お
祀
り
申

し
上
げ
て
い
る
。
あ
ち
こ
ち
か
ら
納
め
ら
れ
た
も
の
が
四
五
升
ほ
ど
も

あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

　

私
が
子
ど
も
の
時
、
秋
葉
参
り
（

107
）
の
つ
い
で
に
飛
神
神
社
に
お
参

り
し
た
。
神
主
の
渡
辺
な
に
が
し
と
い
う
人
が
、
紙
包
み
を
二
つ
、
社

か
ら
取
り
出
し
て
見
せ
て
く
れ
た
。
こ
れ
は
飛
神
と
申
し
上
げ
る
も
の

で
、飛
行
を
な
さ
る
。
祭
り
の
日
に
こ
れ
を
数
え
る
と
多
い
年
が
あ
る
。

ま
た
、
と
て
も
少
な
く
な
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
わ
け

で
飛
神
と
申
し
上
げ
る
と
い
う
。
蚕
の
幼
虫
の
よ
う
な
曲
が
っ
た
形
を

し
た
も
の
、
ま
た
、
茄
子
や
瓢
箪
の
形
を
し
た
も
の
が
多
い
。
前
述
し

た
緑
色
の
管
玉
は
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
中
に
と
て
も
大
き
い
も
の
が
あ

る
。
そ
れ
を
大お
お
ご
ぜ

御
前
と
申
し
上
げ
て
、
神
主
に
よ
る
と
、
こ
の
御
神
は

け
っ
し
て
あ
ち
こ
ち
飛
び
回
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
勾
玉
と
い

う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
知
っ
て

い
た
の
か
、
そ
れ
は
聞
か
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
を
考
え
る
に
、《
金
葉
集
》（

108
）
だ
っ
た
か
、「
石
に
寄
せ
る
恋
」
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と
い
う
題
で
六
条
の
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
。〈
逢
う
こ
と
が
な
く
な
っ
て

し
ま
い
、
飛
ぶ
石
神
の
よ
う
な
つ
れ
な
さ
に
、
私
の
心
さ
え
動
い
て
し

ま
う
よ
〉。違
う
土
地
に
も
飛
石
神
社
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。あ
る
い
は
、

こ
の
飛
神
神
社
の
飛
神
の
こ
と
を
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
が
昔
飛
神
神
社
で
見
た
の
は　
　
　
　
　
　
　
　

大
体
こ
の
図
の

よ
う
な
形
だ
っ
た
。
そ
の
色
は
さ
ま
ざ
ま
に
見
え
た
。
私
が
持
っ
て
い

た
の
も
、
他
の
人
が
持
っ
て
い
た
の
も
、
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
本
に
載

せ
て
あ
る
の
を
見
た
け
れ
ど
も
、
し
っ
か
り
見
て
お
ら
ず
子
細
が
わ
か

ら
な
い
の
で
、
こ
こ
に
は
記
さ
な
い
。

　
　
【
30
】
を
へ
ら

　

出
羽
国
や
陸
奥
国
で
、
客
を
招
い
て
料
理
を
ふ
る
ま
い
、
食
事
が
進

む
に
お
よ
ん
で
そ
れ
ら
を
食
べ
尽
く
し
、
料
理
が
不
足
し
て
し
ま
う
こ

と
を
「
お
へ
ら
」
と
い
う
。
ま
た
「
へ
ら
か
づ
く
」
と
も
い
い
、「
へ

ら
ま
い
」
と
も
い
う
。
食
事
の
へ
ら
の
意
だ
ろ
う
か
。
今
、
俗
に
い
う

し
ゃ
も
じ
の
こ
と
で
、
飯い
い
が
い匙
（

109
）
の
方
言
で
あ
る
。

　
《
倭
訓
栞
》
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

お
へ
ら
。《
万
葉
集
》
に
小
集
楽
（

110
）
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
顕
照

の
説
で
は
、
田
舎
者
が
外
で
集
ま
っ
て
遊
ぶ
こ
と
を
い
う
。
世
俗

の
言
葉
で
、
も
の
を
褒
め
る
様
子
が
大
げ
さ
で
い
や
な
感
じ
で
あ

る
こ
と
を
「
お
へ
ら
い
か
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
こ
の
遊
び
を
い

う
こ
と
か
ら
き
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

ま
た
、
そ
の
付
近
で
人
を
空
誉
め
す
る
こ
と
を
「
も
へ
ら
か
す
」
と

い
い
、「
も
へ
を
背
負
わ
せ
る
」
な
ど
と
い
う
の
は
、「
お
へ
ら
い
」
の

類
だ
ろ
う
。

　
　
【
31
】
う
す
だ
た
み

　

阿
仁
、
比
内
の
あ
た
り
で
、
薄う
す
べ
り縁

の
裏
に
稲
わ
ら
で
編
ん
だ
む
し
ろ

を
付
け
た
も
の
を
薄う
す
だ
た
み畳、

な
か
ら
畳
、
半は
ん
だ
た
み畳な

ど
と
い
い
、
普
通
の
畳

を
厚あ
つ
だ
た
み畳と
も
っ
ぱ
ら
い
う
。

　
《
倭
訓
栞
》
の
薄
畳
の
く
だ
り
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　
　

�

大だ
い
じ
ょ
う
え
し
き

嘗
会
式（

111
）に
薄
畳
が
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、う
す
べ
り
と
い
う
。

薄
縁
の
意
味
で
あ
る
。《
三
議
一
統
》
に
記
載
が
あ
る
。
古
い
時

代
の
畳
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。《
韓か
ん
ぴ
し

非
子
》（

112
）
に
「
禹
王
は
真ま
こ
も菰
の

敷
物
を
つ
く
り
、
縁
を
赤
く
し
た
」
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
縁
に

飾
り
を
つ
け
た
は
じ
ま
り
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
涼
簟
と
い
う
の
も

こ
れ
で
あ
る
。

--------------------------------------------------------------------------------------

　

こ
こ
に
薄
畳
が
載
っ
て
い
る
の
は
、
と
て
も
古
い
言
葉
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
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註（
１
）�

筑
波
山
の
和
歌　

新
古
今
和
歌
集
「
筑
波
山
端
山
茂
山
繁
け
れ

ど
思
ひ
い
る
に
は
さ
は
ら
ざ
り
け
り
」〈
筑
波
山
は
人
里
近
い
山
、

木
の
茂
っ
た
山
と
山
が
多
い
が
、
心
に
思
い
を
抱
き
な
が
ら
分

け
入
る
の
に
障
害
と
な
る
こ
と
は
な
い
〉（
源
重
之
）。　

（
２
）�

椎
屋　

序
文
執
筆
当
時
、
真
澄
が
居
住
し
て
い
た
久
保
田
の
家

屋
を
称
し
た
屋
号
。

（
３
）�

旗
指
物　

鎧
の
後
胴
の
受
筒
に
差
し
込
む
棹
に
つ
け
た
小
旗
。

（
４
）�

左
義
長　

正
月
に
行
わ
れ
る
火
祭
の
行
事
。

（
５
）�

清
火　

不
浄
を
清
め
る
た
め
、
火
打
ち
石
で
打
ち
出
す
火
。

（
６
）�

木
貝　

か
ま
く
ら
行
事
で
用
い
る
木
製
の
法
螺
貝
。

（
７
）�

唱
門
師　

人
家
の
門
に
立
っ
て
金
鼓
を
打
ち
、
さ
さ
ら
を
す
っ

て
経
文
を
唱
え
、
物
請
い
を
し
た
芸
能
者
。　

（
８
）�

金
鼓　

金
属
製
の
打
楽
器
。

（
９
）��

古
事
記
伝　
《
古
事
記
》
の
注
釈
書
。
本
居
宣
長
著
。

（
10
）�

続
紀　
《
続し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
》。《
日
本
書
紀
》
に
つ
ぐ
官
撰
国
史
。

（
11
）�

神
祇
官　

律
令
制
で
神
祇
の
祭
祀
を
司
る
官
庁
。

（
12
）�

庭
火
御
竈　

天
皇
の
平
常
の
食
事
に
用
い
る
竈
の
神
。

（
13
）�

大
膳
職
式　

律
令
制
で
、
天
皇
の
食
事
な
ど
宮
中
用
の
食
料
関

連
業
務
を
担
当
し
た
役
所
の
施
行
細
則
。

（
14
）�

江
家
次
第　

平
安
後
期
の
有
職
故
実
書
。
大お
お
え
の江
匡ま
さ
ふ
さ房
著
。

（
15
）�

四
方
拝　

元
旦
に
行
わ
れ
る
宮
中
行
事
。
天
地
四
方
を
拝
し
て

年
災
を
は
ら
い
、
豊
作
を
祈
る
儀
式
。

（
16
）�

禰
宜　

昔
の
神
職
の
一
つ
。
神
主
の
下
、
祝は
ふ
りの

上
の
位
。

（
17
）�

竹
堂
公　
佐
竹
氏
第
十
二
代
当
主
佐さ
た
け竹
義よ
し
ひ
と人
。室
町
時
代
の
武
将
、

大
名
。

（
18
）�

貞
観
府　

貞
観
年
代
に
定
め
ら
れ
た
施
行
細
則
。

（
19
）�

谷
川
士
清　

江
戸
後
期
の
国
語
辞
書
《
倭
訓
栞
》
の
編
者
。

（
20
）�

は
た
は
た　

バ
ッ
タ
の
異
称
。

（
21
）�

浜
名
の
橋　

浜
名
湖
か
ら
遠
州
灘
に
注
ぐ
浜
名
川
に
か
か
っ
て

い
た
橋
。
歌
枕
。
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）、
地
震
の
た
め
浜
名

湖
が
海
つ
づ
き
に
な
り
、
橋
は
な
く
な
っ
た
。

（
22
）�

倭
名
抄　
《
和
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

名
類
聚
抄
》
の
略
。
平
安
時
代
の
漢
和
辞
書
。

（
23
）�

倭
訓
栞　

註
（
19
）
参
照
。

（
24
）�

後
撰
和
歌
集　

平
安
中
期
の
、
二
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
。

（
25
）�

顕
昭　

平
安
末
・
鎌
倉
初
期
の
歌
人
、
歌
学
者
。

（
26
）�

源
五
郎　

源
五
郎
鮒
。
琵
琶
湖
原
産
の
大
形
の
フ
ナ
。

（
27
）�
不
知
火　

九
州
の
八
代
海
や
有
明
海
に
夜
半
点
々
と
み
ら
れ
る

怪
火
。

（
28
）�

江
戸
砂
子
温
故
名
跡
誌　

江
戸
後
期
の
絵
入
り
地
誌
。

菊き
く
お
か
せ
ん
り
ょ
う

岡
沾
凉
著
。
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（
29
）�
恩
荷　

飛
鳥
時
代
の
蝦
夷
の
首
長
。
阿
倍
比
羅
夫
の
遠
征
に
よ

り
齶あ
ぎ
た田
（
秋
田
）・
渟ぬ
し
ろ代
（
能
代
）
の
蝦
夷
が
降
伏
さ
せ
ら
れ
た

と
き
、
朝
廷
に
つ
か
え
る
こ
と
を
ち
か
い
、
渟
代
・
津
軽
二
郡

の
郡
領
に
さ
だ
め
ら
れ
た
と
い
う
。「
お
ん
が
」
と
も
よ
む
。

（
30
）�

遠
江
も
国
の
名
の
み
と
…　

遠
江
と
い
う
名
称
は
「
遠
い
淡
海

（
湖
）」
に
由
来
す
る
。
註
（
21
）
参
照
。

（
31
）�

著
聞
集　
《
古こ
こ
ん
ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

今
著
聞
集
》
の
略
。
鎌
倉
中
期
の
説
話
集
。　

（
32
）�

秋
田
左
衛
門
尉
義
盛　

正
し
く
は
和
田
左
衛
門
尉
義
盛
。
和
田

義
盛
は
鎌
倉
前
期
の
武
将
。「
秋
田
」
の
表
記
が
あ
る
た
め
に
真

澄
が
引
用
し
た
部
分
で
あ
っ
た
が
、
参
考
に
し
た
本
に
誤
り
が

あ
っ
た
か
、
真
澄
が
誤
認
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
33
）�

脛
巾　

旅
行
・
外
出
時
に
す
ね
に
巻
き
つ
け
、
紐
で
結
ん
で
、

脚
を
保
護
し
動
き
や
す
く
し
た
も
の
。

（
34
）�

閑
田
耕
筆　

伴ば
ん
こ
う
け
い

蒿
蹊
著
。
江
戸
後
期
の
随
筆
集
。

（
35
）�

大
和
路
の
記　

貝か
い
ば
ら
え
き
け
ん

原
益
軒
著
の
《
大
和
廻
り
の
記
》
か
。

（
36
）�

樺
色　

赤
み
を
帯
び
た
黄
色
。

（
37
）�

蟇
目　

鏑
矢
の
一
種
。
笠か
さ
が
け懸
・
犬
追
物
な
ど
に
用
い
た
。
射
る

物
に
傷
を
つ
け
な
い
よ
う
、
鏃
を
つ
け
て
い
な
い
。

（
38
）�

三
議
一
統　

武
家
の
有
職
故
実
書
。
室
町
時
代
に
小
笠
原
長
秀

ら
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。

（
39
）�

淋
瀝　

尿
が
出
に
く
く
な
っ
た
り
、�

排
尿
痛
が
起
き
た
り
す
る

病
気
。

（
40
）�

甲
斐
が
嶺　

甲
斐
国
（
山
梨
県
）
の
高
山
。
富
士
山
ま
た
は
赤

石
山
脈
の
支
脈
を
い
う
。

（
41
）�

御
湯
殿
記　
《
御お
ゆ
ど
の
の
う
え
の
に
っ
き

湯
殿
上
日
記
》。
清
涼
殿
の
御
湯
殿
の
上
の
間

に
奉
仕
す
る
代
々
の
女
官
が
つ
け
た
仮
名
書
き
の
日
記
。

（
42
）�

こ
の
歌
の
褒
美
と
し
て
…　

南
部
家
に
伝
わ
る
硯
の
由
来
と
し

て
は
諸
説
あ
る
が
、
時
の
天
皇
に
歌
を
誉
め
ら
れ
、
硯
を
賜
っ

た
と
さ
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
十
二
代
南

部
政
行
が
賜
っ
た
も
の
で
あ
り
、
硯
の
名
前
も
「
松
陰
」
で
は

な
く
「
松
風
」
で
あ
る
。

（
43
）�

年
浪
草　
《
華か
じ
つ
と
し
な
み
ぐ
さ

実
年
浪
草
》
の
略
。
江
戸
後
期
の
季
寄
せ
（
歳
時

記
の
簡
略
な
も
の
）。
鵜
川
鹿
文
著
。

（
44
）�

木
造
初
め　

新
年
に
大
工
が
初
め
て
仕
事
を
す
る
日
の
儀
式
。

（
45
）�

季
吟　

北
村
季
吟
。
江
戸
前
期
の
古
典
学
者
、
俳
人
、
歌
人
。

（
46
）�

踏
歌
の
節
会　

天
皇
が
紫
宸
殿
で
踏
歌
を
御
覧
に
な
り
、こ
の
間
、

五
位
以
上
の
者
を
召
し
て
宴
を
賜
っ
た
宮
中
の
年
中
行
事
。

（
47
）�

篗
纑
輪　

江
戸
後
期
に
書
か
れ
た
俳
諧
辞
書
。
千
梅
著
。

（
48
）�
無
季　

俳
句
で
季
語
を
含
ま
な
い
こ
と
。

（
49
）�
岷
江
入
楚　

慶
長
三
年
に
成
立
し
た
《
源
氏
物
語
》
の
注
釈
書
。

中な
か
の
い
ん
み
ち
か
つ

院
通
勝
著
。

（
50
）�

指
南
抄　

室
町
後
期
の
連
歌
師
、
宗そ
う
ぎ祇

の
著
し
た
連
歌
指
南
書
。
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（
51
）�
素
袍　

直ひ
た
た
れ垂
の
一
種
。
布
地
は
麻
を
用
い
、
胸
紐
、
菊
綴
じ
（
縫

合
せ
目
に
綴
じ
つ
け
た
飾
り
）
に
は
革
を
使
う
。

（
52
）�

大
江
定
基　

平
安
中
期
の
僧
、寂
照
の
俗
名
。
文も
ん
じ
ょ
う
は
か
せ

章
博
士
と
な
っ

た
が
、三
河
守
の
と
き
に
任
国
で
妻
を
亡
く
し
、出
家
。
入
宋
し
、

杭
州
で
没
し
た
。

（
53
）�

仏
法
東
漸　

仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
と

し
だ
い
に
東
方
に
伝
わ
っ
た
こ
と
。

（
54
）�

鳥
追
い　

農
村
行
事
の
一
つ
。
正
月
十
四
日
の
晩
と
十
五
日
の

朝
と
の
二
回
、
害
鳥
を
追
い
払
う
歌
を
う
た
い
、
若
者
ら
が
さ

さ
ら
、
槌
、
杓
子
、
棒
な
ど
を
打
っ
て
家
々
を
回
る
。

（
55
）�

水
干　

狩か
り

衣ぎ
ぬ

の
一
種
。
胸
や
袖
の
縫
い
目
に
菊
綴
じ
を
つ
け
、

裾
を
袴
の
中
に
入
れ
て
着
る
。

（
56
）�

直
平
頭
巾　

目
だ
け
を
出
し
て
、
顔
を
か
く
す
頭
巾
。

（
57
）�

屠
児　

古
代
・
中
世
、
鷹
や
猟
犬
な
ど
の
え
さ
に
す
る
た
め
、
牛
、

馬
な
ど
の
屠
殺
を
お
こ
な
う
人
、
ま
た
、
牛
、
馬
を
屠
殺
し
て
、

そ
の
皮
や
肉
を
売
る
人
を
い
っ
た
。

（
58
）�

花
山
少
将
忠
長
卿　

江
戸
時
代
前
期
の
公
家
、
花
山
院
忠
長
。

宮
中
で
起
こ
っ
た
廷
臣
と
女
官
の
密
通
事
件
（
猪
熊
事
件
）
に

よ
り
、
蝦
夷
地
へ
と
配
流
さ
れ
る
。
松
前
に
京
文
化
が
伝
わ
る

契
機
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
59
）�

俳
諧
新
季
寄　

江
戸
後
期
の
俳
諧
書
。
菅
沼
奇
淵
編
。

（
60
）�

鷽
替　

参
詣
人
が
木
製
の
鷽
を
替
え
合
う
神
事
。
前
年
の
凶
を

う
そ
に
し
て
そ
の
年
の
吉
に
取
り
替
え
る
意
と
い
う
。

（
61
）�

安
倍
貞
任　

平
安
後
期
の
武
将
。
父
頼
時
と
と
も
に
朝
廷
に
そ

む
き
、
源
頼
義
、
義
家
の
追
討
を
受
け
、
敗
死
。

（
62
）�

時
頼
入
道　

北
条
時
頼
。
鎌
倉
幕
府
第
五
代
執
権
。
出
家
後
、

諸
国
を
回
り
民
政
を
視
察
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

（
63
）�

金
光
上
人　

鎌
倉
時
代
前
期
の
僧
。
浄
土
宗
祖
法
然
の
門
弟
の

一
人
で
、
東
北
に
専せ
ん
じ
ゅ
ね
ん
ぶ
つ

修
念
仏
を
伝
え
た
。

（
64
）�

浪
岡
物
語　

津
軽
の
浪
岡
の
故
事
を
記
し
た
と
み
ら
れ
る
真
澄

の
著
作
。
未
発
見
。　

（
65
）�

東
遊
記　

江
戸
後
期
の
紀
行
。
橘
南
谿
著
。

（
66
）�

田
文
や
水
帳　

田
地
の
面
積
お
よ
び
そ
の
領
有
関
係
な
ど
を
明

細
に
記
載
し
た
田
籍
簿
。

（
67
）�

鳥
銃
や
火
縄
銃
な
ど　

全
集
の
翻
刻
に
は
「
た
ん
こ
や
た
ね
こ

そ
う
な
ど
」
と
あ
る
。
語
義
不
詳
の
た
め
、
写
本
の
画
像
を
参

考
に
解
釈
を
検
討
し
た
が
、
判
明
せ
ず
。
こ
こ
で
は
仮
に
「
団

子
火
矢
（
鳥
銃
）、
種
子
島
（
火
縄
銃
）
な
ど
」
と
い
う
読
み
を

あ
げ
て
お
く
。

（
68
）�
禁
秘
抄　

鎌
倉
時
代
の
有
職
故
実
書
。
順
徳
天
皇
著
。
宮
中
の

行
事
・
故
実
・
制
度
な
ど
を
漢
文
で
解
説
し
た
。

（
69
）�

左
経
記　

平
安
時
代
中
期
の
貴
族
・
源
経
頼
の
日
記
。
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（
70
）�
度
会
氏　

伊
勢
神
宮
外
宮
（
豊
受
大
神
宮
）
の
祠
官
の
家
。

（
71
）�
天
児　

幼
児
の
そ
ば
に
置
き
、
凶
事
を
移
し
負
わ
せ
る
形か
た
し
ろ代
の

役
を
さ
せ
る
人
形
。
厄
除
け
・
魔
除
け
と
し
て
使
わ
れ
た
。
平

安
時
代
に
神
事
の
祓
に
用
い
ら
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
と
さ
れ
る
。

（
72
）�

亀
足　

金
箔
、
銀
箔
を
紙
に
貼
り
つ
け
て
作
り
、
食
物
の
上
に

そ
え
る
飾
り
の
花
。

（
73
）�

仏
祖
統
記　

中
国
の
南
宋
の
僧
志
磐
が
撰
し
た
仏
教
史
書
。

（
74
）�

出
生　

生さ

ば飯
。
食
事
の
時
、
器
か
ら
食
物
の
少
量
を
他
の
衆
生

の
た
め
に
と
り
わ
け
て
施
す
こ
と
。

（
75
）�

大
峰
入　

修
験
者
が
大
峰
に
入
っ
て
修
行
す
る
こ
と
。
大
峰
は

奈
良
県
吉
野
郡
十
津
川
の
東
の
山
脈
で
、
修
験
道
の
根
本
霊
場
。

（
76
）�

五
鬼
助　

役
え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者
に
従
っ
て
い
た
鬼
の
子
孫
と
い
わ
れ
る
。
大

峰
山
で
修
行
す
る
人
々
の
た
め
の
宿
坊
を
営
む
。

（
77
）�

壒
囊
抄　
《
塵じ
ん
て
ん
あ
い
の
う
し
ょ
う

添
壒
囊
抄
》。
室
町
時
代
末
期
に
編
纂
さ
れ
た
百

科
事
典
。

（
78
）�

新
撰
六
帖　

鎌
倉
時
代
中
期
の
類
題
和
歌
集
。

（
79
）�

看
経　

読
経
。

（
80
）�

責
念
仏　

鉦か
ね

を
鳴
ら
し
な
が
ら
高
い
声
で
急
調
子
に
繰
り
返
す

念
仏
。
念
仏
の
終
わ
り
頃
に
行
う
。

（
81
）�

忍
草　

シ
ノ
ブ
、
ノ
キ
シ
ノ
ブ
な
ど
の
シ
ダ
植
物
。　

（
82
）�

言
塵
集　

南
北
朝
時
代
の
武
将
・
歌
人
、今
川
了
俊
著
の
歌
学
書
。

（
83
）�

忍
摺
り　

忍
草
の
葉
を
布
帛
に
摺
り
つ
け
て
染
め
た
も
の
。

（
84
）�

鷹
経
弁
疑
論　

戦
国
時
代
の
公
卿
、
持
明
院
基
春
著
。
鷹
狩
り

の
由
緒
や
技
術
を
書
き
記
し
た
も
の
。

（
85
）�

し
の
ぶ
の
斑　

忍
摺
り
の
よ
う
な
ま
だ
ら
模
様
。

（
86
）�

伊
勢
物
語　

平
安
時
代
の
歌
物
語
。
作
者
不
明
。

（
87
）�

流
觴
曲
水　

折
れ
曲
が
っ
て
い
る
水
の
流
れ
に
杯
を
浮
か
べ
、

そ
の
杯
が
自
分
の
前
に
流
れ
て
こ
な
い
う
ち
に
詩
を
作
る
こ
と

を
競
う
風
流
の
遊
び
。

（
88
）�

あ
ち
こ
ち
に
行
き
交
い
な
が
ら
…　

鎌
倉
後
期
の
私
撰
和
歌
集

《
夫ふ
ぼ
く
わ
か
し
ゅ
う

木
和
歌
集
》
に
あ
る
歌
。

（
89
）�

国
栖
人　

古
代
、
大
和
の
吉
野
川
上
流
の
山
地
に
あ
っ
た
と
い

う
村
落
の
住
民
。
宮
中
の
節
会
に
参
り
、贄
を
献
じ
、笛
を
吹
き
、

口
鼓
を
打
っ
て
風
俗
歌
を
奏
し
た
。

（
90
）�

皿
尺　

一
尺
の
大
き
な
皿
に
載
せ
る
ほ
ど
の
丈
と
い
う
意
か
。

（
91
）�

日
東
魚
譜　

神
田
玄
泉
著
。
江
戸
後
期
の
魚
譜
。
日
本
で
最
初

の
魚
類
専
門
の
図
譜
と
い
わ
れ
る
。

（
92
）�

息
長
帯
比
売
命　

神
功
皇
后
の
名
。

（
93
）�
秋
田
城
介
実
季
公　

織
豊
・
江
戸
時
代
前
期
の
武
将
・
大
名
。

秋
田
（
安
東
）
実さ
ね
す
え季

。
天
正
の
末
ご
ろ
出
羽
の
秋
田
な
ど
三
郡

を
領
し
た
。

（
94
）�

武
蔵
の
晩
得
翁　

佐
藤
晩
得
。
江
戸
中
期
か
ら
後
期
の
俳
人
。
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秋
田
藩
の
江
戸
留
守
居
役
。

（
95
）�
山
賤　

山
仕
事
を
生
業
と
す
る
身
分
の
低
い
人
。

（
96
）�

天
工
開
物　

中
国
の
産
業
技
術
書
。
明
の
宋
応
星
著
。

（
97
）�

江
源
武
鑑　

佐
々
木
氏う
じ
さ
と郷

著
と
さ
れ
る
、
近
江
守
護
六ろ
っ
か
く角

氏
の

末
期
四
代
の
雑
史
。
現
在
で
は
偽
文
書
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
98
）�

や
さ
か
に
の
曲
玉　

大
き
な
曲
玉
。
一
説
に
、
多
く
の
曲
玉
を

一
つ
の
長
い
緒
で
貫
き
連
ね
た
も
の
。

（
99
）�

名
物
六
帖　

江
戸
時
代
中
期
の
百
科
事
典
風
の
編
纂
物
。

（
100
）�

漢
書　

中
国
の
歴
史
書
。
正
史
の
一
つ
。

（
101
）�

珠
襦
玉
柙　

玉
衣（
王
侯
の
遺
体
を
覆
う
葬
服
）の
上
衣
を
珠
襦
、

腰
以
下
を
玉
柙
と
称
し
た
。

（
102
）�

腰
佩
の
圧
口　

腰
佩
は
腰
部
に
装
着
し
た
装
身
具
。
圧
口
は
そ

の
帯
留
の
意
か
。

（
103
）�

庇
蓋　

天
蓋
の
こ
と
か
。
天
蓋
は
仏
具
の
名
。
棺
な
ど
の
上
に

か
ざ
す
絹
が
さ
。

（
104
）�

竹
玉　

細
い
竹
を
輪
切
り
に
し
て
、
緒
を
通
し
た
も
の
。
神
事

に
用
い
る
。

（
105
）�

管
玉　

細
い
竹
管
状
の
玉
。
多
数
連
ね
て
装
身
具
と
す
る
。

（
106
）�

真
玉　

玉
の
美
称
。

（
107
）�

秋
葉
参
り　

静
岡
県
浜
松
市
に
あ
る
秋
葉
神
社
へ
の
参
詣
。
秋

葉
神
社
は
火
伏
せ
の
信
仰
と
火
祭
り
で
有
名
。

（
108
）�

金
葉
集　
《
金
葉
和
歌
集
》。
平
安
後
期
の
第
五
勅
撰
和
歌
集
。

（
109
）�

飯
匙　

飯
を
器
物
に
移
し
盛
る
た
め
の
道
具
。
し
ゃ
も
じ
。

（
110
）�

小
集
楽　

こ
こ
で
は
「
お
へ
ら
」
の
読
み
と
し
て
例
示
さ
れ
て

い
る
が
、
現
在
は
「
お
ず
め
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
男
女
が
橋

の
た
も
と
に
集
ま
っ
て
行
っ
た
宴
楽
。万
葉
集
の
例
は「
あ
そ
び
」

と
読
む
説
も
あ
る
。

（
111
）�

大
嘗
会
式　

大
嘗
祭
の
施
行
細
則
。
大
嘗
祭
は
天
皇
が
即
位
後

最
初
に
皇
祖
お
よ
び
天
地
す
べ
て
の
神
々
に
新
穀
を
供
え
、
こ

れ
を
食
べ
る
儀
式
。

（
112
）�

韓
非
子　

中
国
、
戦
国
時
代
末
の
韓
非
を
中
心
と
す
る
法
家
の

著
作
を
収
め
た
も
の
。
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19 2 1 ② 483 （書簡なし、書写原稿）宮本常一ハガキ、昭和32年８月８日付　【F10-1-1-②に実物がある】 483 『日本の子供達』を別送した。貴兄のことにも触れた。

19 2 1 ③ 484 （書簡、書写原稿）宮本常一書簡武志宛、昭和32年10月13日付 484
「人間発掘（平凡社「人間の記録双書」のことか？）のSさんの原稿はよいが、世間に公表されるのはどうか。本当に読んでく
れるのはいいが、ジャーナリズムは必ず穿鑿する。自分には感傷癖があるから、気の毒なことから目を背けてきたが、貴兄の実
践力には感心する。お言葉の通り、原稿はお返しする」

19 2 1 ④ 485 （書写原稿69枚）内田ハチ「わたしどもの在り方」（『みちびき』第12・13合併号掲載、昭和33年１月） 485

19 3 1 ① 486 （書写原稿）須藤春代書簡４通…昭和30年２月19日・３月18日・３月末・９月14日 486
「校長先生が特別扱いすると、他の生徒が不満を言っている。実行委員（何の？）を引き受けられないし、入会も見合わせたい」
（詩集出版が重荷になっている）。「いろいろやることがあって勉強の時間が取れない」「東京に進学するのは、レベルが違いすぎ
て不安だ」

19 3 1 ② 487 （書簡）上記須藤春代書簡の実物（代筆） 487

19 4 1 ① 488 （書写原稿）磯貝勇「内田武志兄に」（『みちびき』第６号「春のだいち」特集号掲載、昭和30年６月） 488 「君が静かにこの不遇の少女の暗く乱れた心を次々と解きほぐしていく過程は、固く閉ざされた常民の心の中からさまざまな心
意現象を引き出す民俗採集家の素晴らしい技術を見るようだ」

19 4 1 ② 489 （書写原稿）宮本常一「内田さんに」（『みちびき』第６号「春のだいち」特集号掲載、昭和30年６月） 489 「気の毒な人たちに対して、制度や設備を整えるような事ばかりでなく、片隅の見落とされてきた世界に光が当たるように専心
されている内田さんに尊敬の念を抱いている」

19 5 1 490 （伝記原稿８枚）「二人の師の終焉とわたくしの覚悟」 490 盲人教育への関心から再び菅江真澄に取り組む心境が書かれている。付箋に「歩けない自分が方言や民俗調査をする資格がある
かと自問し自信を失ったが、柳田先生の真澄観を更にきわめるべく、仰臥のままで真澄研究を進める決意をした」とある。

19 6 1 ① 491 （書簡なし、書写原稿）福岡多恵書簡内田ハチ宛、昭和57年２月18日付【F12-4-1-①に実物あり】　 491 ①～⑤を包む別紙に「東洋文庫「菅江真澄遊覧記」、当初の事情」とある。内容はF12-4-1-①にあり。

19 6 1 ② 492 （書写原稿）内田武志日記メモ、昭和38年12月５日 492 「昭和38年12月５日、酒井（平凡社）真澄出版ニ付、加藤一男（城南高校）共ニ」

19 6 1 ③ 493 （書簡なし、書写原稿）酒井春郎ハガキ、昭和38年12月11日消印【F12-4-1-③に実物あり】 493 内容はF12-4-1-③にあり。

19 6 1 ④ 494 （▲書簡書写原稿）酒井春郎宛内田ハチ書簡、昭和39年２月３日付 494 「宮本常一と会った際、内田が今までの著作のみで終わったならば、重大な仕事を残したことになる。若い世代の人が興味を持っ
て、私どもの仕事に携わる機会を作らないといけないと言っていた」

19 6 1 ⑤ 495 （▲書簡書写原稿）酒井春郎宛内田武志書簡、昭和39年２月５日付 495 「東洋文庫が望む口語訳、文章の取捨について、ようやく見当がついた。宮本常一からの協力も快諾されたので、是非、東洋文
庫に菅江真澄遊覧記を入れてほしい」

19 7 1 496 （清書原稿）内田武志「随想　ある日の手紙」（『みちびき』第４・５合併号掲載、昭和29年11月１日） 496 Ｍ兄＝宮本常一に宛てた型式を採りながら、須藤春代に詩を書かせて、出版を急いだ理由を書いている。

19 8 1 497 （未定稿）「我が国の身障者の問題」未分類の１ 497 ペン書き自筆原稿が主。

19 8 2 498 （未定稿）「我が国の身障者の問題」未分類の２ 498 ペン書き自筆原稿

19 8 3 499 （未定稿）「我が国の身障者の問題」未分類の３ 499 ペン書き自筆原稿

20 1 1 500 （書簡）沢田四郎作ハガキ、昭和39年10月31日付　【F13-1-3に後藤捷一からの書簡あり】 500 「真澄や蒹葭堂の図書を多く蔵している」として後藤捷一、医学史研究として中野操を紹介。

20 1 2 ① 501 （別刷）沢田四郎作「山花の葉まきとそれから」（『東京大学医学部小児科教室同窓会誌第14号』） 501 表紙に「内田武志様　東北にはこんな習俗がありますか。御教示下さい」。

20 1 2 ② 502 （雑誌）『近畿民俗』第27号、昭和36年２月25日 502 沢田四郎作の各論考。沢田四郎作・小林梁「秋田県山本郡鶴形村谷地年中行事」（昭和19年、南満州の陸軍病院に入院した鶴形
村出身小林忠之助からの聞き書きを、同室の小林梁が筆記したもの）。

20 1 2 ③ 503 （書籍）沢田四郎作『異国より帰りて』（五倍子随筆第11号）、昭和24年11月11日発行 503 内田武志への贈呈本。軍医として出征後、満州・シベリヤ抑留・帰国までの随筆。当地の民俗事項の記述もある。

20 2 1 ① 504 （別刷）宮本馨太郎「渋沢先生の生涯と博物館」（『博物館研究』1964年（昭和39年）９月号） 504 渋沢敬三は昭和38年10月25日逝去。

20 2 1 ② 505 （新聞切抜）「季節風　渋沢敬三さんの面目」（朝日新聞、昭和39年８月26日） 505 『近畿民俗』第35号（昭和39年８月15日、渋沢敬三追悼号）を紹介。

20 2 1 ③ 506 （新聞切抜）「きのうきょう　祭魚洞忌」（昭和39年産経新聞か） 506 久留勝署名コラム（当時大阪大学外科学教授、のち国立がんセンター総長）

20 2 2 ① 507 （冊子）笹村草家人「渋沢先生の像について」 507

20 2 2 ② 508 （送付状）上記渋沢敬三胸像製作についての冊子送付状 508 昭和38年に故渋沢敬三が朝日文化賞を受賞したのを記念して、胸像を贈った。その報告（昭和40年10月25日付）。

20 2 3 509 （冊子）アチックミューゼアムノート第７『民具蒐集調査要目』（昭和11年６月30日発行、非売品） 509 巻頭に、民具保存状態・アチックミューゼアム全景写真・足半・同レントゲン写真あり。

20 510 （雑誌）北隆館『文化史研究』第１輯、昭和22年９月15日、渋沢敬三「延喜式内の資料」収録 510

20 512 （雑誌）『民間伝承』№265、昭和39年８月号 512 「渋沢敬三追悼号のこと」相談役会で追悼号を出すことが決まった。

20 511 （雑誌）『民間伝承』№266「渋沢敬三先生追悼特輯号」、昭和39年10月号 511 内田武志による文章はない。164（通算）頁にアチック同人の写真がある。

20 513 （雑誌）『近畿民俗』第35号、昭和39年８月15日…内容は渋沢敬三追悼号 513

20 514 （書籍）近畿民俗学会『渋沢敬三先生』、昭和39年８月15日…上記雑誌にある渋沢敬三追悼の文章のみ抽出 514 内田武志への贈呈本。

62（35）（34）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

19 2 1 ① 482 （書写原稿）宮本常一『日本の子供達・日本人の生活全集９』（岩崎書店）の45 ～ 47頁 482 須藤春代『春のだいち』が生まれた経緯、盲教育の問題点に触れている。再掲『宮本常一著作集８』（未来社）61頁。

19 2 1 ② 483 （書簡なし、書写原稿）宮本常一ハガキ、昭和32年８月８日付　【F10-1-1-②に実物がある】 483 『日本の子供達』を別送した。貴兄のことにも触れた。

19 2 1 ③ 484 （書簡、書写原稿）宮本常一書簡武志宛、昭和32年10月13日付 484
「人間発掘（平凡社「人間の記録双書」のことか？）のSさんの原稿はよいが、世間に公表されるのはどうか。本当に読んでく
れるのはいいが、ジャーナリズムは必ず穿鑿する。自分には感傷癖があるから、気の毒なことから目を背けてきたが、貴兄の実
践力には感心する。お言葉の通り、原稿はお返しする」

19 2 1 ④ 485 （書写原稿69枚）内田ハチ「わたしどもの在り方」（『みちびき』第12・13合併号掲載、昭和33年１月） 485

19 3 1 ① 486 （書写原稿）須藤春代書簡４通…昭和30年２月19日・３月18日・３月末・９月14日 486
「校長先生が特別扱いすると、他の生徒が不満を言っている。実行委員（何の？）を引き受けられないし、入会も見合わせたい」
（詩集出版が重荷になっている）。「いろいろやることがあって勉強の時間が取れない」「東京に進学するのは、レベルが違いすぎ
て不安だ」

19 3 1 ② 487 （書簡）上記須藤春代書簡の実物（代筆） 487

19 4 1 ① 488 （書写原稿）磯貝勇「内田武志兄に」（『みちびき』第６号「春のだいち」特集号掲載、昭和30年６月） 488 「君が静かにこの不遇の少女の暗く乱れた心を次々と解きほぐしていく過程は、固く閉ざされた常民の心の中からさまざまな心
意現象を引き出す民俗採集家の素晴らしい技術を見るようだ」

19 4 1 ② 489 （書写原稿）宮本常一「内田さんに」（『みちびき』第６号「春のだいち」特集号掲載、昭和30年６月） 489 「気の毒な人たちに対して、制度や設備を整えるような事ばかりでなく、片隅の見落とされてきた世界に光が当たるように専心
されている内田さんに尊敬の念を抱いている」

19 5 1 490 （伝記原稿８枚）「二人の師の終焉とわたくしの覚悟」 490 盲人教育への関心から再び菅江真澄に取り組む心境が書かれている。付箋に「歩けない自分が方言や民俗調査をする資格がある
かと自問し自信を失ったが、柳田先生の真澄観を更にきわめるべく、仰臥のままで真澄研究を進める決意をした」とある。

19 6 1 ① 491 （書簡なし、書写原稿）福岡多恵書簡内田ハチ宛、昭和57年２月18日付【F12-4-1-①に実物あり】　 491 ①～⑤を包む別紙に「東洋文庫「菅江真澄遊覧記」、当初の事情」とある。内容はF12-4-1-①にあり。

19 6 1 ② 492 （書写原稿）内田武志日記メモ、昭和38年12月５日 492 「昭和38年12月５日、酒井（平凡社）真澄出版ニ付、加藤一男（城南高校）共ニ」

19 6 1 ③ 493 （書簡なし、書写原稿）酒井春郎ハガキ、昭和38年12月11日消印【F12-4-1-③に実物あり】 493 内容はF12-4-1-③にあり。

19 6 1 ④ 494 （▲書簡書写原稿）酒井春郎宛内田ハチ書簡、昭和39年２月３日付 494 「宮本常一と会った際、内田が今までの著作のみで終わったならば、重大な仕事を残したことになる。若い世代の人が興味を持っ
て、私どもの仕事に携わる機会を作らないといけないと言っていた」

19 6 1 ⑤ 495 （▲書簡書写原稿）酒井春郎宛内田武志書簡、昭和39年２月５日付 495 「東洋文庫が望む口語訳、文章の取捨について、ようやく見当がついた。宮本常一からの協力も快諾されたので、是非、東洋文
庫に菅江真澄遊覧記を入れてほしい」

19 7 1 496 （清書原稿）内田武志「随想　ある日の手紙」（『みちびき』第４・５合併号掲載、昭和29年11月１日） 496 Ｍ兄＝宮本常一に宛てた型式を採りながら、須藤春代に詩を書かせて、出版を急いだ理由を書いている。

19 8 1 497 （未定稿）「我が国の身障者の問題」未分類の１ 497 ペン書き自筆原稿が主。

19 8 2 498 （未定稿）「我が国の身障者の問題」未分類の２ 498 ペン書き自筆原稿

19 8 3 499 （未定稿）「我が国の身障者の問題」未分類の３ 499 ペン書き自筆原稿

20 1 1 500 （書簡）沢田四郎作ハガキ、昭和39年10月31日付　【F13-1-3に後藤捷一からの書簡あり】 500 「真澄や蒹葭堂の図書を多く蔵している」として後藤捷一、医学史研究として中野操を紹介。

20 1 2 ① 501 （別刷）沢田四郎作「山花の葉まきとそれから」（『東京大学医学部小児科教室同窓会誌第14号』） 501 表紙に「内田武志様　東北にはこんな習俗がありますか。御教示下さい」。

20 1 2 ② 502 （雑誌）『近畿民俗』第27号、昭和36年２月25日 502 沢田四郎作の各論考。沢田四郎作・小林梁「秋田県山本郡鶴形村谷地年中行事」（昭和19年、南満州の陸軍病院に入院した鶴形
村出身小林忠之助からの聞き書きを、同室の小林梁が筆記したもの）。

20 1 2 ③ 503 （書籍）沢田四郎作『異国より帰りて』（五倍子随筆第11号）、昭和24年11月11日発行 503 内田武志への贈呈本。軍医として出征後、満州・シベリヤ抑留・帰国までの随筆。当地の民俗事項の記述もある。

20 2 1 ① 504 （別刷）宮本馨太郎「渋沢先生の生涯と博物館」（『博物館研究』1964年（昭和39年）９月号） 504 渋沢敬三は昭和38年10月25日逝去。

20 2 1 ② 505 （新聞切抜）「季節風　渋沢敬三さんの面目」（朝日新聞、昭和39年８月26日） 505 『近畿民俗』第35号（昭和39年８月15日、渋沢敬三追悼号）を紹介。

20 2 1 ③ 506 （新聞切抜）「きのうきょう　祭魚洞忌」（昭和39年産経新聞か） 506 久留勝署名コラム（当時大阪大学外科学教授、のち国立がんセンター総長）

20 2 2 ① 507 （冊子）笹村草家人「渋沢先生の像について」 507

20 2 2 ② 508 （送付状）上記渋沢敬三胸像製作についての冊子送付状 508 昭和38年に故渋沢敬三が朝日文化賞を受賞したのを記念して、胸像を贈った。その報告（昭和40年10月25日付）。

20 2 3 509 （冊子）アチックミューゼアムノート第７『民具蒐集調査要目』（昭和11年６月30日発行、非売品） 509 巻頭に、民具保存状態・アチックミューゼアム全景写真・足半・同レントゲン写真あり。

20 510 （雑誌）北隆館『文化史研究』第１輯、昭和22年９月15日、渋沢敬三「延喜式内の資料」収録 510

20 512 （雑誌）『民間伝承』№265、昭和39年８月号 512 「渋沢敬三追悼号のこと」相談役会で追悼号を出すことが決まった。

20 511 （雑誌）『民間伝承』№266「渋沢敬三先生追悼特輯号」、昭和39年10月号 511 内田武志による文章はない。164（通算）頁にアチック同人の写真がある。

20 513 （雑誌）『近畿民俗』第35号、昭和39年８月15日…内容は渋沢敬三追悼号 513

20 514 （書籍）近畿民俗学会『渋沢敬三先生』、昭和39年８月15日…上記雑誌にある渋沢敬三追悼の文章のみ抽出 514 内田武志への贈呈本。

63（34）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

18 3 1 449 （メモ書き）《筆のまにまに》における引用書掲出（B ５ノート両面４枚、ハチの筆跡） 449

18 4 1 ① 450 （冊子）「秋田文化」第１号、昭和23年２月１日発行（１・２月合併号）、謄写版、編集兼発行人内田武志 450 栗田茂治「秋田の中世史（一）」、小林新「秋田地方の植物方言覚書」、発起人「奈良環之助・土合竹次郎・佐々木素雲・半田市太郎・
柳谷直比古・内田武志」、第１回（前年12月）・第２回（１月）例会の報告。印刷は阿部謄写堂。

18 4 1 ② 451 （冊子）「秋田文化」第２号、昭和23年３月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志 451 「山神ノ祭文」、「秋田蘭画を語る」（奈良磐松を囲んだ座談会・第２回例会）謄写版８頁。

18 4 1 ③ 452 （書簡）武藤鉄城ハガキ、昭和22年12月23日付 452 秋田蘭画の所蔵者について伝える。「秋田文化」第２号に座談会「秋田蘭画を語る」を読んでの連絡。謄写版４頁。

18 4 1 ④ 453 （冊子）「秋田文化」第３号、昭和23年４月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志、内田武志「真澄雑筆」 453 奈良環之助「秋田城介実季公領地分限牒の村について」、内田武志「真澄雑筆」…項目「みつからぬ書、おがたのさと、父の名」。
謄写版８頁。

18 4 1 ⑤ 454 （冊子）「秋田文化」第４号、昭和23年６月20日発行、活字版、発行所秋田文化史研究会内田武志 454 北條忠雄「鷦鷯瑣談」、栗田茂治「秋田の中世史（二）」。謄写版が不評のために活字にしたとする。「現在会員数94名。大阪の
沢田四郎作からは、鶴形村年中行事稿（60枚）が届いている」。活字10頁。

18 4 1 ⑥ 455 （冊子）「秋田文化」第２巻第１号（第５号）、昭和24年11月７日発行、冊子、編集兼発行人内田武志 455 武藤鉄城「ヒスイ製品の原石問題」、船木勝男「大湯町巨石遺跡概観」、川越重昌「重要美術指定となった昭和町の観音堂の建築
をみる」、半田市太郎「小川源兵衛〈御忠信書〉について」。活字38頁。

18 4 2 ① 456 （冊子）「秋田文化」第１号、昭和23年２月１日発行（１・２月合併号）、謄写版、編集兼発行人内田武志 456

18 4 2 ② 457 （冊子）「秋田文化」第２号、昭和23年３月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志 457

18 4 2 ③ 458 （冊子）「秋田文化」第３号、昭和23年４月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志、内田武志「真澄雑筆」 458

18 4 2 ④ 459 （冊子）「秋田文化」第４号、昭和23年６月20日発行、活字版、発行所秋田文化史研究会内田武志 459

18 4 3 460 （チラシ）菅江真澄研究会の趣旨（謄写版、B ４判表ウラに） 460 既知のものとは別種である。縦四つ折。【現在３種】

18 5 1 461 （調査票）静岡県お犬様習俗・地の神様調査の回答（静岡県女子師範学校の生徒17名ほど） 461 静岡県女子師範学校用紙【個人ごとにまとまりがあるため、順番を崩さないこと】。静岡県男子師範学校のものか、１名分が混じる。

18 5 2 ① 462 （調査票）習俗調査票・謄写版（書き込みあり）…お犬様習俗、地の神様、言い伝え 462

18 5 2 ② 463 （調査票）習俗調査報告３枚、「静岡県女子師範学校」用紙 463 用紙３枚は、裏に書かれた習俗報告のまとまり。

18 5 2 ③ 464 （書簡、写真３枚）中村協平書簡、昭和７年12月17日付、地の神関係写真 464 「立派な方言集の完成を祈っている」

18 5 2 ④ 465 （用紙）御祈祷料受納書、昭和９年５月７日、春埜山執事、内田武志殿 465 春埜山は静岡県周智郡春野町（現、浜松市天竜区春野町）にある修験の山で、大光寺は地元では「お犬様」と呼ばれる。

18 5 2 ⑤ 466 （書写用紙）『周智郡誌』の抜粋・春埜山大光寺に関して（１枚） 466

18 5 2 ⑥ 467 （書写用紙）『周智郡誌』の抜粋・迷信其他に関して（１枚） 467

18 5 2 ⑦ 468 （メモ書き）お犬様関係の聞き書き、小さなメモ３枚 468

18 5 3 469 （御札６枚）犬・狼などの御札（５枚）、熊野三社（１枚） 469 山住神社、三峯神社、御嶽山栄講、春埜山、（不明）、熊野三社

18 5 4 470 （伝記原稿３枚）「会誌への寄稿」 470 包紙のメモ書きに「（4）会誌への寄稿」、「ヤメル　年譜（学界雑誌、著書）に載せる」とある。『民俗学』等への寄稿について
概要を述べる。

18 5 5 471 （原稿…400字詰他筆８枚）「静岡県星の方言と俗信」 471 原稿のメモ書きに「昭和７年５月の「静岡民友新聞」「星に関する県下の方言と俗信」の原稿とみる」とある。

18 5 6 472 （伝記原稿14枚、写真８枚）「実地採集から調査紙採集へ」、大倉海岸漁村民俗採訪写真（茶封筒入） 472 タイトルは「（3）実地採集から調査紙採集へ」で、原稿のメモ書きに鉛筆書きで「ヤメル　資料大事」とある。星の和名調査
について等、具体的な事例を書いている。

19 1 1 473 （書写原稿）内田武志「あとがき」（須藤春代詩集『めぐみ』） 473 『めぐみ』は昭和28年３月30日発行。

19 1 2 474 （書写原稿）渋沢敬三「春代さんの心眼をひらいた内田君」（須藤春代詩集『春のだいち』） 474 『春のだいち』は昭和29年11月５日刊行。

19 1 3 ① 475 （冊子）日本盲人福祉委員会『ニュースレター』、1960年（昭和35年）12月、【下記F19-1-4とF19-1-5の
原稿が挟まっていた】 475 人間の記録双書・熊谷鉄太郎著『薄明の記憶─盲人牧師の半生─』の紹介（16頁、盲人に関する優良図書）がある。

19 1 3 ② 476 （新聞切抜）朝日新聞編集委員署名記事「盲人の就職」、1983年（昭和58年）８月22日 476 日本盲人福祉研究会が、伝統的な三療業（はり・きゅう・あんま）以外への就職拡大をめざして提言をまとめた。

19 1 4 ① 477 （原稿10枚）内田武志自筆（ボールペン・ペン書き）、熊谷鉄太郎所感（みちびき11号掲載）について 477 「「盲人が感（カン）が良い」などという概括的なとらえ方が、盲人をハリ・アンマになるように方向づける。熊谷鉄太郎氏でさ
えもそうである」

19 1 4 ② 478 （書きかけ原稿８枚）内田武志自筆（ボールペン・ペン書き）、盲人教育について、上記原稿の続きのよう 478

19 1 5 ① 479 （書写原稿）文部省『盲ろう教育八十年史』「第五節鍼灸按摩術の教育」 479

19 1 5 ② 480 （書写原稿）文部省『盲ろう教育八十年史』「第一章盲聾教育の胎動　第一節明治以前の盲聾教育」 480

19 1 5 ③ 481 （書写原稿）家永三郎『日本文化史』岩波新書 481

64（33）（32）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

18 3 1 449 （メモ書き）《筆のまにまに》における引用書掲出（B ５ノート両面４枚、ハチの筆跡） 449

18 4 1 ① 450 （冊子）「秋田文化」第１号、昭和23年２月１日発行（１・２月合併号）、謄写版、編集兼発行人内田武志 450 栗田茂治「秋田の中世史（一）」、小林新「秋田地方の植物方言覚書」、発起人「奈良環之助・土合竹次郎・佐々木素雲・半田市太郎・
柳谷直比古・内田武志」、第１回（前年12月）・第２回（１月）例会の報告。印刷は阿部謄写堂。

18 4 1 ② 451 （冊子）「秋田文化」第２号、昭和23年３月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志 451 「山神ノ祭文」、「秋田蘭画を語る」（奈良磐松を囲んだ座談会・第２回例会）謄写版８頁。

18 4 1 ③ 452 （書簡）武藤鉄城ハガキ、昭和22年12月23日付 452 秋田蘭画の所蔵者について伝える。「秋田文化」第２号に座談会「秋田蘭画を語る」を読んでの連絡。謄写版４頁。

18 4 1 ④ 453 （冊子）「秋田文化」第３号、昭和23年４月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志、内田武志「真澄雑筆」 453 奈良環之助「秋田城介実季公領地分限牒の村について」、内田武志「真澄雑筆」…項目「みつからぬ書、おがたのさと、父の名」。
謄写版８頁。

18 4 1 ⑤ 454 （冊子）「秋田文化」第４号、昭和23年６月20日発行、活字版、発行所秋田文化史研究会内田武志 454 北條忠雄「鷦鷯瑣談」、栗田茂治「秋田の中世史（二）」。謄写版が不評のために活字にしたとする。「現在会員数94名。大阪の
沢田四郎作からは、鶴形村年中行事稿（60枚）が届いている」。活字10頁。

18 4 1 ⑥ 455 （冊子）「秋田文化」第２巻第１号（第５号）、昭和24年11月７日発行、冊子、編集兼発行人内田武志 455 武藤鉄城「ヒスイ製品の原石問題」、船木勝男「大湯町巨石遺跡概観」、川越重昌「重要美術指定となった昭和町の観音堂の建築
をみる」、半田市太郎「小川源兵衛〈御忠信書〉について」。活字38頁。

18 4 2 ① 456 （冊子）「秋田文化」第１号、昭和23年２月１日発行（１・２月合併号）、謄写版、編集兼発行人内田武志 456

18 4 2 ② 457 （冊子）「秋田文化」第２号、昭和23年３月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志 457

18 4 2 ③ 458 （冊子）「秋田文化」第３号、昭和23年４月１日発行、謄写版、編集兼発行人内田武志、内田武志「真澄雑筆」 458

18 4 2 ④ 459 （冊子）「秋田文化」第４号、昭和23年６月20日発行、活字版、発行所秋田文化史研究会内田武志 459

18 4 3 460 （チラシ）菅江真澄研究会の趣旨（謄写版、B ４判表ウラに） 460 既知のものとは別種である。縦四つ折。【現在３種】

18 5 1 461 （調査票）静岡県お犬様習俗・地の神様調査の回答（静岡県女子師範学校の生徒17名ほど） 461 静岡県女子師範学校用紙【個人ごとにまとまりがあるため、順番を崩さないこと】。静岡県男子師範学校のものか、１名分が混じる。

18 5 2 ① 462 （調査票）習俗調査票・謄写版（書き込みあり）…お犬様習俗、地の神様、言い伝え 462

18 5 2 ② 463 （調査票）習俗調査報告３枚、「静岡県女子師範学校」用紙 463 用紙３枚は、裏に書かれた習俗報告のまとまり。

18 5 2 ③ 464 （書簡、写真３枚）中村協平書簡、昭和７年12月17日付、地の神関係写真 464 「立派な方言集の完成を祈っている」

18 5 2 ④ 465 （用紙）御祈祷料受納書、昭和９年５月７日、春埜山執事、内田武志殿 465 春埜山は静岡県周智郡春野町（現、浜松市天竜区春野町）にある修験の山で、大光寺は地元では「お犬様」と呼ばれる。

18 5 2 ⑤ 466 （書写用紙）『周智郡誌』の抜粋・春埜山大光寺に関して（１枚） 466

18 5 2 ⑥ 467 （書写用紙）『周智郡誌』の抜粋・迷信其他に関して（１枚） 467

18 5 2 ⑦ 468 （メモ書き）お犬様関係の聞き書き、小さなメモ３枚 468

18 5 3 469 （御札６枚）犬・狼などの御札（５枚）、熊野三社（１枚） 469 山住神社、三峯神社、御嶽山栄講、春埜山、（不明）、熊野三社

18 5 4 470 （伝記原稿３枚）「会誌への寄稿」 470 包紙のメモ書きに「（4）会誌への寄稿」、「ヤメル　年譜（学界雑誌、著書）に載せる」とある。『民俗学』等への寄稿について
概要を述べる。

18 5 5 471 （原稿…400字詰他筆８枚）「静岡県星の方言と俗信」 471 原稿のメモ書きに「昭和７年５月の「静岡民友新聞」「星に関する県下の方言と俗信」の原稿とみる」とある。

18 5 6 472 （伝記原稿14枚、写真８枚）「実地採集から調査紙採集へ」、大倉海岸漁村民俗採訪写真（茶封筒入） 472 タイトルは「（3）実地採集から調査紙採集へ」で、原稿のメモ書きに鉛筆書きで「ヤメル　資料大事」とある。星の和名調査
について等、具体的な事例を書いている。

19 1 1 473 （書写原稿）内田武志「あとがき」（須藤春代詩集『めぐみ』） 473 『めぐみ』は昭和28年３月30日発行。

19 1 2 474 （書写原稿）渋沢敬三「春代さんの心眼をひらいた内田君」（須藤春代詩集『春のだいち』） 474 『春のだいち』は昭和29年11月５日刊行。

19 1 3 ① 475 （冊子）日本盲人福祉委員会『ニュースレター』、1960年（昭和35年）12月、【下記F19-1-4とF19-1-5の
原稿が挟まっていた】 475 人間の記録双書・熊谷鉄太郎著『薄明の記憶─盲人牧師の半生─』の紹介（16頁、盲人に関する優良図書）がある。

19 1 3 ② 476 （新聞切抜）朝日新聞編集委員署名記事「盲人の就職」、1983年（昭和58年）８月22日 476 日本盲人福祉研究会が、伝統的な三療業（はり・きゅう・あんま）以外への就職拡大をめざして提言をまとめた。

19 1 4 ① 477 （原稿10枚）内田武志自筆（ボールペン・ペン書き）、熊谷鉄太郎所感（みちびき11号掲載）について 477 「「盲人が感（カン）が良い」などという概括的なとらえ方が、盲人をハリ・アンマになるように方向づける。熊谷鉄太郎氏でさ
えもそうである」

19 1 4 ② 478 （書きかけ原稿８枚）内田武志自筆（ボールペン・ペン書き）、盲人教育について、上記原稿の続きのよう 478

19 1 5 ① 479 （書写原稿）文部省『盲ろう教育八十年史』「第五節鍼灸按摩術の教育」 479

19 1 5 ② 480 （書写原稿）文部省『盲ろう教育八十年史』「第一章盲聾教育の胎動　第一節明治以前の盲聾教育」 480

19 1 5 ③ 481 （書写原稿）家永三郎『日本文化史』岩波新書 481

65（32）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

17 1 2 ② 416 （書簡）鹿角市講演依頼文書、内田ハチ宛、昭和50年８月15日付、鹿角市社会教育課柳沢兌衛、鹿角市関
係者名刺４枚 416

17 2 1 ① 417 （雑誌切抜）内田武志「地の神様」（『旅と伝説』昭和９年４月） 417 【F4-2-7にもあり】。『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱに収載された。

17 2 1 ② 418 （コピー）内田武志「地の神様」（『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ） 418

17 2 1 ③ 419 （コピー）『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ解題（内田武志「地の神様」に触れる） 419 「静岡女子師範学校の生徒を使っての間接的採集である。地神（屋敷神）信仰の研究の手がかり、問題点をしぼる手引きが得ら
れる」。稲荷神との関係を指摘した内田武志の考察を評価している。

17 2 1 ④ 420 （コピー）『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ著者略歴（内田武志あり） 420

17 2 2 ① 421 （冊子）『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ月報（昭和51年６月） 421

17 2 2 ② 422 （パンフレット）角川書店新刊案内（1976年５月） 422 『日本民俗誌大系』全12巻の第10回配本・第12巻未刊資料（関東・東北）の発行時のもの。

17 3 1 423 （印刷書簡）堀内彦男書簡、昭和59年２月29日付（武志宛だが死去後）、大佛次郎記念会「特別展　野尻抱
影大佛次郎兄弟展」パンフレット入り 423 堀内彦男・英子夫妻は、野尻抱影の遺稿・遺品を継承。大佛次郎記念館（横浜市港の見える丘公園）、会期1984.2.7～2.19の特別展。

17 4 1 424 （雑誌）東北電力『家庭と電気』1978（昭和53年）５月号、内田武志（菅江真澄研究所）「特集　菅江真澄
みちのくの旅」収録 424 こしの長浜（新潟県）、秋田のかりね（山形県）、小野のふるさと（秋田県）、そとが浜風（青森県）、けふのせば布、かすむ駒形

（岩手県）、月の松島（宮城県）、真野のかやはら（福島県）を紹介。

17 4 2 425 （冊子）秋田県立博物館『菅江真澄と秋田』百五十年記念遺墨資料展目録、内田ハチ「菅江真澄の故郷と学問
について」（昭和50年７月19日講演） 425

17 5 1 426 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和55年12月27日付、武志死去に対するお悔やみ状 426
封筒メモ書きに「最後の書簡　必要」とある。「防波堤となってくれていた渋沢敬三の逝去後、自分は仕事に追われてまとまっ
たものを残していないが、内田君はあなたの協力を得て一筋の仕事を成し遂げた。逝去を聞いたのは11日だったが、体がボロ
ボロのために入院しており、ようやく筆を執る気力が出たので手紙を書いている」

17 6 1 ① 427 （印刷書簡、封筒なし）秋田魁新報社『秋田大百科事典』執筆依頼、内田武志宛と内田ハチ宛、昭和55年１
月付 427 ハチ宛執筆依頼項目には「真澄遊覧記、20行」とある。武志宛の執筆依頼項目はなし。

17 6 1 ② 428 （コピー）秋田魁新報社『秋田大百科事典』のうち内田武志「菅江真澄、菅江真澄遊覧記」、発行は昭和56年
９月１日 428 項目「菅江真澄」の中に「菅江真澄遊覧記」を入れている。署名は、内田武志。

17 6 1 ③ 429 （原稿）秋田魁新報社『秋田大百科事典』「菅江真澄遊覧記」 429 秋田大百科原稿用紙２枚。ハチの原稿に武志が加筆。

17 6 2 ① 430 （印刷書簡、封筒なし）北海道新聞社『北海道大百科事典』執筆依頼、昭和55年１月付、発行は昭和56年
８月20日 430

17 6 2 ② 431 （書簡）北海道新聞社出版局ハガキ、原稿受領の連絡、昭和55年４月７日受領 431

17 6 2 ③ 432 （メモ書き２枚）武志のメモ書き 432

17 6 3 ① 433 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「菅江真澄」２種 433 北海道大百科原稿用紙２枚（成文に近い）、同紙３枚

17 6 3 ② 434 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「えみしのさへき」 434 岩崎美術社原稿用紙１枚

17 6 3 ③ 435 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「ひろめかり」 435 北海道大百科原稿用紙２枚

17 6 3 ④ 436 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「えぞのてぶり」 436 岩崎美術社原稿用紙１枚、北海道大百科原稿用紙２枚

17 6 3 ⑤ 437 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「かたゐぶくろ」（武志の校正が交じる） 437 北海道大百科原稿用紙２枚

17 7 1 ① 438 （書簡、封筒なし）岩波書店文学大辞典編集部田中得一書簡、昭和53年12月19日付、原稿執筆承諾のお礼 438 執筆要項・原稿用紙を同封とある。「昭和54年５月原稿送」のメモ書きあり。

17 7 1 ② 439 （書簡）岩波書店文学大辞典編集部田中得一書簡、昭和54年５月25日付、原稿受領 439

17 7 1 ③ 440 （原稿コピー）岩波書店文学大辞典「菅江真澄」、文学大辞典原稿用紙９枚 440 全集別巻一での論がまとめられ、参考文献として記されている。熱田神宮神官粟田知周（ともかね）、河村秀根、丹羽嘉言、植田義方、
白太夫の家柄などが出てくる。

18 1 1 ① 441 （伝記原稿66枚）昭和23年から菅江真澄未刊文献集刊行まで【②～⑦は原稿に組み合わされている】 441
原稿としてのまとまりがある。包紙のメモ書きに「真澄資料蒐集が終わり、①妹ハチの上京、②柳田国男書簡、③図絵写真撮影、
④原稿写真などすべてを日本常民研究所に届ける。柳田に写真集４冊呈上す、⑤須藤春代さんの訪れ、⑥渋沢先生の来訪、⑦『菅
江真澄未刊文献集』の刊行」とある。

18 1 1 ② 442 （書簡、書写原稿）岡書院ハガキ内田ハチ宛、昭和28年７月10日付 442 未刊文献集は岡書院で組版をつくった。校正の依頼。

18 1 1 ③ 443 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和23年９月14日付 443 「続秋田のかりねという写本はなく、ハチの聞き違いである。年譜に同じ書名が出ていたのを不審に思っただけだ」

18 1 1 ④ 444 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月16日付　【F9-1-3-①にも書写原稿あり】 444

18 1 1 ⑤ 445 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月20日付（速達）【F9-1-3-②にも書写原稿あり】 445

18 1 1 ⑥ 446 （パンフレット）菅江真澄未刊文献集第１集の出版案内　【F9-1-1にもあり】 446

18 1 1 ⑦ 447 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和29年12月６日付、菅江真澄未刊文献集二への所見　【F9-1-3-③
にも書写原稿あり】 447

18 2 1 448 （書写原稿）渋沢敬三「仰臥四十年の所産」（『菅江真澄未刊文献集一』序文） 448
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17 1 2 ② 416 （書簡）鹿角市講演依頼文書、内田ハチ宛、昭和50年８月15日付、鹿角市社会教育課柳沢兌衛、鹿角市関
係者名刺４枚 416

17 2 1 ① 417 （雑誌切抜）内田武志「地の神様」（『旅と伝説』昭和９年４月） 417 【F4-2-7にもあり】。『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱに収載された。

17 2 1 ② 418 （コピー）内田武志「地の神様」（『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ） 418

17 2 1 ③ 419 （コピー）『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ解題（内田武志「地の神様」に触れる） 419 「静岡女子師範学校の生徒を使っての間接的採集である。地神（屋敷神）信仰の研究の手がかり、問題点をしぼる手引きが得ら
れる」。稲荷神との関係を指摘した内田武志の考察を評価している。

17 2 1 ④ 420 （コピー）『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ著者略歴（内田武志あり） 420

17 2 2 ① 421 （冊子）『日本民俗誌大系』第11巻未刊資料Ⅱ月報（昭和51年６月） 421

17 2 2 ② 422 （パンフレット）角川書店新刊案内（1976年５月） 422 『日本民俗誌大系』全12巻の第10回配本・第12巻未刊資料（関東・東北）の発行時のもの。

17 3 1 423 （印刷書簡）堀内彦男書簡、昭和59年２月29日付（武志宛だが死去後）、大佛次郎記念会「特別展　野尻抱
影大佛次郎兄弟展」パンフレット入り 423 堀内彦男・英子夫妻は、野尻抱影の遺稿・遺品を継承。大佛次郎記念館（横浜市港の見える丘公園）、会期1984.2.7～2.19の特別展。

17 4 1 424 （雑誌）東北電力『家庭と電気』1978（昭和53年）５月号、内田武志（菅江真澄研究所）「特集　菅江真澄
みちのくの旅」収録 424 こしの長浜（新潟県）、秋田のかりね（山形県）、小野のふるさと（秋田県）、そとが浜風（青森県）、けふのせば布、かすむ駒形

（岩手県）、月の松島（宮城県）、真野のかやはら（福島県）を紹介。

17 4 2 425 （冊子）秋田県立博物館『菅江真澄と秋田』百五十年記念遺墨資料展目録、内田ハチ「菅江真澄の故郷と学問
について」（昭和50年７月19日講演） 425

17 5 1 426 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和55年12月27日付、武志死去に対するお悔やみ状 426
封筒メモ書きに「最後の書簡　必要」とある。「防波堤となってくれていた渋沢敬三の逝去後、自分は仕事に追われてまとまっ
たものを残していないが、内田君はあなたの協力を得て一筋の仕事を成し遂げた。逝去を聞いたのは11日だったが、体がボロ
ボロのために入院しており、ようやく筆を執る気力が出たので手紙を書いている」

17 6 1 ① 427 （印刷書簡、封筒なし）秋田魁新報社『秋田大百科事典』執筆依頼、内田武志宛と内田ハチ宛、昭和55年１
月付 427 ハチ宛執筆依頼項目には「真澄遊覧記、20行」とある。武志宛の執筆依頼項目はなし。

17 6 1 ② 428 （コピー）秋田魁新報社『秋田大百科事典』のうち内田武志「菅江真澄、菅江真澄遊覧記」、発行は昭和56年
９月１日 428 項目「菅江真澄」の中に「菅江真澄遊覧記」を入れている。署名は、内田武志。

17 6 1 ③ 429 （原稿）秋田魁新報社『秋田大百科事典』「菅江真澄遊覧記」 429 秋田大百科原稿用紙２枚。ハチの原稿に武志が加筆。

17 6 2 ① 430 （印刷書簡、封筒なし）北海道新聞社『北海道大百科事典』執筆依頼、昭和55年１月付、発行は昭和56年
８月20日 430

17 6 2 ② 431 （書簡）北海道新聞社出版局ハガキ、原稿受領の連絡、昭和55年４月７日受領 431

17 6 2 ③ 432 （メモ書き２枚）武志のメモ書き 432

17 6 3 ① 433 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「菅江真澄」２種 433 北海道大百科原稿用紙２枚（成文に近い）、同紙３枚

17 6 3 ② 434 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「えみしのさへき」 434 岩崎美術社原稿用紙１枚

17 6 3 ③ 435 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「ひろめかり」 435 北海道大百科原稿用紙２枚

17 6 3 ④ 436 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「えぞのてぶり」 436 岩崎美術社原稿用紙１枚、北海道大百科原稿用紙２枚

17 6 3 ⑤ 437 （原稿）北海道新聞社『北海道大百科事典』「かたゐぶくろ」（武志の校正が交じる） 437 北海道大百科原稿用紙２枚

17 7 1 ① 438 （書簡、封筒なし）岩波書店文学大辞典編集部田中得一書簡、昭和53年12月19日付、原稿執筆承諾のお礼 438 執筆要項・原稿用紙を同封とある。「昭和54年５月原稿送」のメモ書きあり。

17 7 1 ② 439 （書簡）岩波書店文学大辞典編集部田中得一書簡、昭和54年５月25日付、原稿受領 439

17 7 1 ③ 440 （原稿コピー）岩波書店文学大辞典「菅江真澄」、文学大辞典原稿用紙９枚 440 全集別巻一での論がまとめられ、参考文献として記されている。熱田神宮神官粟田知周（ともかね）、河村秀根、丹羽嘉言、植田義方、
白太夫の家柄などが出てくる。

18 1 1 ① 441 （伝記原稿66枚）昭和23年から菅江真澄未刊文献集刊行まで【②～⑦は原稿に組み合わされている】 441
原稿としてのまとまりがある。包紙のメモ書きに「真澄資料蒐集が終わり、①妹ハチの上京、②柳田国男書簡、③図絵写真撮影、
④原稿写真などすべてを日本常民研究所に届ける。柳田に写真集４冊呈上す、⑤須藤春代さんの訪れ、⑥渋沢先生の来訪、⑦『菅
江真澄未刊文献集』の刊行」とある。

18 1 1 ② 442 （書簡、書写原稿）岡書院ハガキ内田ハチ宛、昭和28年７月10日付 442 未刊文献集は岡書院で組版をつくった。校正の依頼。

18 1 1 ③ 443 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和23年９月14日付 443 「続秋田のかりねという写本はなく、ハチの聞き違いである。年譜に同じ書名が出ていたのを不審に思っただけだ」

18 1 1 ④ 444 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月16日付　【F9-1-3-①にも書写原稿あり】 444

18 1 1 ⑤ 445 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月20日付（速達）【F9-1-3-②にも書写原稿あり】 445

18 1 1 ⑥ 446 （パンフレット）菅江真澄未刊文献集第１集の出版案内　【F9-1-1にもあり】 446

18 1 1 ⑦ 447 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和29年12月６日付、菅江真澄未刊文献集二への所見　【F9-1-3-③
にも書写原稿あり】 447

18 2 1 448 （書写原稿）渋沢敬三「仰臥四十年の所産」（『菅江真澄未刊文献集一』序文） 448
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15 2 4 385 （写真８枚）西谷未来社社長を迎えて、於秋田ニューグランドホテル、昭和46年４月８日、23人出席 385

15 3 1 ① 386 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和46年８月12日付、封筒メモ書き「佐藤健一郎氏に註をたのむ理由」 386
「註は私個人の能力を超えるため、組織づくりが必要だ。出典の註に限るつもりで佐藤健一郎に頼んだ。菅江真澄を国文学者と
して中央に出したい。佐藤君は中世文学が専攻で、資料に関する考えがはっきりしている。組織や方法ではなく、人の問題とす
れば、佐藤健一郎に辞めてもらうしかない」

15 3 1 ② 387 （▲書簡コピー）宮本常一宛内田武志書簡、昭和46年８月18日付、上記書簡への返答、宮本常一が佐藤健
一郎に訳註を頼んだ事への抗議 387

「佐藤健一郎が出してきた第二巻の註は、註をなるべく簡潔にするという当初の編集方針から逸脱している。これは研究発表に
類するもので、全集にはそぐわない。第二巻の註の大部分を削除したところ、佐藤氏に抗議された。校正刷に「註は宮本常一及
び佐藤健一郎が担当した」と加筆したのは、どのような意図からであろうか。真澄を国文学に収めるには狭い」

15 3 1 ③ 388 （▲書簡下書き）宮本常一宛内田武志書簡、昭和46年８月18日のメモ書き（箇条書き） 388

15 4 1 ① 389 （冊子）菅江真澄研究所報告№４（昭和47年７月20日発行） 389
内田武志「真澄の贈り物」…植田義方への贈り物、「旅の記事・写本」…東北大学附属図書館の地誌写本、長沢詠子「三河の菅江真澄」、
弘前市松野武雄「通信」、内田ハチ「白井秀超について」、鷲谷良一「真澄未発見本の探索余録」、弘前市土屋雅夫「通信」、長谷
部哲郎「思い出の人々」、井坂敦「通信」。全集既刊第１巻～第３巻。菅江真澄研究所報告としては最終号となった。

15 4 1 ② 390 （冊子）菅江真澄全集月報３（昭和47年７月） 390 今村義孝（秋田大学教授）、長沢詠子（愛知県岩倉市住）、森山泰太郎（青森県立青森北高校長）、内田ハチ（秋田大学助教授）

15 4 2 ① 391 （履歴書）内田武志履歴書（３種…うち２種は自筆）、本籍地・著作など　【※公開注意】 391

15 4 2 ② 392 （ノート用紙２枚）内田武志著書目録 392 『静岡県伝説昔話集』（昭和９年、谷嶋屋書店）を著書に入れている。静岡県方言集（昭和８年）から平凡社東洋文庫全５巻（昭
和43年）まで。

15 4 3 393 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和47年１月30日付 393
「養子縁組おめでとう。常民文化研究所を５年間タダで置いてくれた学校に、もう２年間お礼奉公することになるだろう。アチッ
クに関する本が三一書房から出る予定である。早川孝太郎の全集などを出してあげたい。日本常民文化研究所が、まもなく旧渋
沢邸の跡地一角にできるアパートに移る」

15 4 4 ① 394 （書簡）関敬吾書簡、昭和49年４月２日消印（速達） 394 【F15-4-5-①に関連】。関敬吾は民俗学者で、専門は口承文芸・昔話研究。

15 4 4 ② 395 （▲書簡）関敬吾宛内田武志書簡、昭和50年９月５日付（速達） 395 「「静岡県昔話集」は「静岡県伝説昔話集」の中から伝説をいくつか選んで原稿をまとめた。また、「編者ノート」のコピーを別
送にする。他の昔話集に合わせてほしい」（内田専用箋３枚）（ハチによる武志資料の収集）。【「編者ノート」はＦ16-2-1】

15 4 5 ① 396 （書簡）田村信夫（岩崎美術社）書簡、昭和49年４月20日付 396 「編著である「静岡県伝説昔話集」を『全国昔話資料集成』に掲載させてほしい。候補には上がっていたが、どこに問い合わせ
たらいいかわからずに見送られていた。伝説の部分をどうするかは、改めて相談したい。『鹿角昔話集』についても考えたい」

15 4 5 ② 397 （書簡）田村信夫書簡、昭和50年６月19日付 397 「編者ノート」の書いてもらいたい内容を示す。「長沢様を通じて受け取った清書原稿を一旦返す」

15 4 5 ③ 398 （書簡）田村信夫書簡内田ハチ宛、昭和56年９月10日付、静岡県昔話集原稿返却（刊行ならず） 398 「「静岡昔話集」の原稿を返却する。刊行できなかったことを残念に思う」（ハチによる武志資料の収集）

15 5 1 399 （戸籍）内田ハチ戸籍抄本　【※非公開】 399

15 5 2 ① 400 （書簡）立教大学宮本研究室書簡内田武志・ハチ宛、昭和48年６月27日付 400 宮本馨太郎・胡桃沢勘司ら４人秋田来訪。７月３日午前内田武志宅、７月４日午後吉田三郎宅。

15 5 2 ② 401 （書簡）立教大学宮本研究室書簡、（礼状）昭和48年７月13日付、（写真送付状）昭和48年７月17日付 401

15 5 3 402 （冊子）菅江真澄全集月報５（第９巻）（昭和48年７月） 402 江坂輝弥（考古学、慶応大学教授）の「脇本の埋没家屋…真澄の目に止まっていたことは興味深い」に傍線。他に、竹内利美（東
北大学名誉教授）、臼田甚五郎（國學院大學教授）、内田武志。

16 1 1 403 （書簡）小箕俊介（未来社）書簡、昭和50年７月３日付（速達） 403
封筒メモ書きに「重要」とある。書簡本文の終わり方は武志・ハチ宛。地誌篇第五巻解題の執筆に対する編集者としての意見。「今
回の解題の書き方には問題がある。真澄研究全集であってはならず、編者や註づけする人の主観的真澄像を語ってはいけない。
この書き方では、別巻に予定している資料篇が消滅してしまう。引用文を推量を交えながらつなぎ合わせて論じたのは、資料と
は言い難い」

16 1 2 ① 404 （書簡）竹内敦夫（国書刊行会）書簡、出版契約書（鹿角方言集）、昭和50年２月20日付（速達） 404

16 1 2 ② 405 （用紙）『鹿角方言集』国書刊行会からの印税支払い明細、昭和50年分 405

16 1 2 ③ 406 （パンフレット）国書刊行会出版図書案内─地誌民俗・方言 406

16 1 3 407 （原稿19枚…150字詰・自筆）内田武志「思うこと」、昭和50年１月２日65歳、（未発表）血友病会誌への
投稿 407 病状とその対処の経験を詳細に書いている。「このような会報は、病者の生活体験を聞いて、それを毎日の生活に取り入れ、少

しでもよい暮らし方をする手がかりとする必要がある」

16 2 1 408 （清書原稿コピー…内容は伝記原稿になっている）静岡県昔話集・編者ノート（岩崎美術社から刊行予定だっ
たが刊行ならず、未発表） 408

【F15-4-4、F15-4-5に関連】民俗学との出会い、投稿、鹿角方言集の出版までの経緯、静岡県昔話集の調査方法などをまとめ
ている。200字詰65枚。伝記原稿にもなっている。「はじめに、①鹿角の昔話、②静岡県の方言民俗調査と昔話調査、③静岡
県昔話集その後」

16 2 2 409 （自筆原稿コピー）上記と同じ 409

16 2 3 410 （原稿…用紙10枚・自筆）上記の例言など 410

16 2 4 411 （原稿…用紙・自筆）上記の本文補遺 411 本文原稿は、刊行本（内田文庫第１期にあり）とした。

17 1 1 ① 412 （別刷）内田ハチ「菅江真澄と鹿角」（『上津野』第１号）、昭和50年８月23日講演 412

17 1 1 ② 413 （書簡）『上津野』第１号掲載依頼、内田ハチ宛、昭和50年12月２日付、鹿角市文化財保護協会似鳥清 413

17 1 1 ③ 414 （書簡、封筒なし）『上津野』第１号送り状、内田ハチ宛、昭和51年２月22日付、鹿角市社会教育課柳沢兌
衛 414

17 1 2 ① 415 （冊子）鹿角市文化財保護会会員名簿（設立時） 415
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15 2 4 385 （写真８枚）西谷未来社社長を迎えて、於秋田ニューグランドホテル、昭和46年４月８日、23人出席 385

15 3 1 ① 386 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和46年８月12日付、封筒メモ書き「佐藤健一郎氏に註をたのむ理由」 386
「註は私個人の能力を超えるため、組織づくりが必要だ。出典の註に限るつもりで佐藤健一郎に頼んだ。菅江真澄を国文学者と
して中央に出したい。佐藤君は中世文学が専攻で、資料に関する考えがはっきりしている。組織や方法ではなく、人の問題とす
れば、佐藤健一郎に辞めてもらうしかない」

15 3 1 ② 387 （▲書簡コピー）宮本常一宛内田武志書簡、昭和46年８月18日付、上記書簡への返答、宮本常一が佐藤健
一郎に訳註を頼んだ事への抗議 387

「佐藤健一郎が出してきた第二巻の註は、註をなるべく簡潔にするという当初の編集方針から逸脱している。これは研究発表に
類するもので、全集にはそぐわない。第二巻の註の大部分を削除したところ、佐藤氏に抗議された。校正刷に「註は宮本常一及
び佐藤健一郎が担当した」と加筆したのは、どのような意図からであろうか。真澄を国文学に収めるには狭い」

15 3 1 ③ 388 （▲書簡下書き）宮本常一宛内田武志書簡、昭和46年８月18日のメモ書き（箇条書き） 388

15 4 1 ① 389 （冊子）菅江真澄研究所報告№４（昭和47年７月20日発行） 389
内田武志「真澄の贈り物」…植田義方への贈り物、「旅の記事・写本」…東北大学附属図書館の地誌写本、長沢詠子「三河の菅江真澄」、
弘前市松野武雄「通信」、内田ハチ「白井秀超について」、鷲谷良一「真澄未発見本の探索余録」、弘前市土屋雅夫「通信」、長谷
部哲郎「思い出の人々」、井坂敦「通信」。全集既刊第１巻～第３巻。菅江真澄研究所報告としては最終号となった。

15 4 1 ② 390 （冊子）菅江真澄全集月報３（昭和47年７月） 390 今村義孝（秋田大学教授）、長沢詠子（愛知県岩倉市住）、森山泰太郎（青森県立青森北高校長）、内田ハチ（秋田大学助教授）

15 4 2 ① 391 （履歴書）内田武志履歴書（３種…うち２種は自筆）、本籍地・著作など　【※公開注意】 391

15 4 2 ② 392 （ノート用紙２枚）内田武志著書目録 392 『静岡県伝説昔話集』（昭和９年、谷嶋屋書店）を著書に入れている。静岡県方言集（昭和８年）から平凡社東洋文庫全５巻（昭
和43年）まで。

15 4 3 393 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和47年１月30日付 393
「養子縁組おめでとう。常民文化研究所を５年間タダで置いてくれた学校に、もう２年間お礼奉公することになるだろう。アチッ
クに関する本が三一書房から出る予定である。早川孝太郎の全集などを出してあげたい。日本常民文化研究所が、まもなく旧渋
沢邸の跡地一角にできるアパートに移る」

15 4 4 ① 394 （書簡）関敬吾書簡、昭和49年４月２日消印（速達） 394 【F15-4-5-①に関連】。関敬吾は民俗学者で、専門は口承文芸・昔話研究。

15 4 4 ② 395 （▲書簡）関敬吾宛内田武志書簡、昭和50年９月５日付（速達） 395 「「静岡県昔話集」は「静岡県伝説昔話集」の中から伝説をいくつか選んで原稿をまとめた。また、「編者ノート」のコピーを別
送にする。他の昔話集に合わせてほしい」（内田専用箋３枚）（ハチによる武志資料の収集）。【「編者ノート」はＦ16-2-1】

15 4 5 ① 396 （書簡）田村信夫（岩崎美術社）書簡、昭和49年４月20日付 396 「編著である「静岡県伝説昔話集」を『全国昔話資料集成』に掲載させてほしい。候補には上がっていたが、どこに問い合わせ
たらいいかわからずに見送られていた。伝説の部分をどうするかは、改めて相談したい。『鹿角昔話集』についても考えたい」

15 4 5 ② 397 （書簡）田村信夫書簡、昭和50年６月19日付 397 「編者ノート」の書いてもらいたい内容を示す。「長沢様を通じて受け取った清書原稿を一旦返す」

15 4 5 ③ 398 （書簡）田村信夫書簡内田ハチ宛、昭和56年９月10日付、静岡県昔話集原稿返却（刊行ならず） 398 「「静岡昔話集」の原稿を返却する。刊行できなかったことを残念に思う」（ハチによる武志資料の収集）

15 5 1 399 （戸籍）内田ハチ戸籍抄本　【※非公開】 399

15 5 2 ① 400 （書簡）立教大学宮本研究室書簡内田武志・ハチ宛、昭和48年６月27日付 400 宮本馨太郎・胡桃沢勘司ら４人秋田来訪。７月３日午前内田武志宅、７月４日午後吉田三郎宅。

15 5 2 ② 401 （書簡）立教大学宮本研究室書簡、（礼状）昭和48年７月13日付、（写真送付状）昭和48年７月17日付 401

15 5 3 402 （冊子）菅江真澄全集月報５（第９巻）（昭和48年７月） 402 江坂輝弥（考古学、慶応大学教授）の「脇本の埋没家屋…真澄の目に止まっていたことは興味深い」に傍線。他に、竹内利美（東
北大学名誉教授）、臼田甚五郎（國學院大學教授）、内田武志。

16 1 1 403 （書簡）小箕俊介（未来社）書簡、昭和50年７月３日付（速達） 403
封筒メモ書きに「重要」とある。書簡本文の終わり方は武志・ハチ宛。地誌篇第五巻解題の執筆に対する編集者としての意見。「今
回の解題の書き方には問題がある。真澄研究全集であってはならず、編者や註づけする人の主観的真澄像を語ってはいけない。
この書き方では、別巻に予定している資料篇が消滅してしまう。引用文を推量を交えながらつなぎ合わせて論じたのは、資料と
は言い難い」

16 1 2 ① 404 （書簡）竹内敦夫（国書刊行会）書簡、出版契約書（鹿角方言集）、昭和50年２月20日付（速達） 404

16 1 2 ② 405 （用紙）『鹿角方言集』国書刊行会からの印税支払い明細、昭和50年分 405

16 1 2 ③ 406 （パンフレット）国書刊行会出版図書案内─地誌民俗・方言 406

16 1 3 407 （原稿19枚…150字詰・自筆）内田武志「思うこと」、昭和50年１月２日65歳、（未発表）血友病会誌への
投稿 407 病状とその対処の経験を詳細に書いている。「このような会報は、病者の生活体験を聞いて、それを毎日の生活に取り入れ、少

しでもよい暮らし方をする手がかりとする必要がある」

16 2 1 408 （清書原稿コピー…内容は伝記原稿になっている）静岡県昔話集・編者ノート（岩崎美術社から刊行予定だっ
たが刊行ならず、未発表） 408

【F15-4-4、F15-4-5に関連】民俗学との出会い、投稿、鹿角方言集の出版までの経緯、静岡県昔話集の調査方法などをまとめ
ている。200字詰65枚。伝記原稿にもなっている。「はじめに、①鹿角の昔話、②静岡県の方言民俗調査と昔話調査、③静岡
県昔話集その後」

16 2 2 409 （自筆原稿コピー）上記と同じ 409

16 2 3 410 （原稿…用紙10枚・自筆）上記の例言など 410

16 2 4 411 （原稿…用紙・自筆）上記の本文補遺 411 本文原稿は、刊行本（内田文庫第１期にあり）とした。

17 1 1 ① 412 （別刷）内田ハチ「菅江真澄と鹿角」（『上津野』第１号）、昭和50年８月23日講演 412

17 1 1 ② 413 （書簡）『上津野』第１号掲載依頼、内田ハチ宛、昭和50年12月２日付、鹿角市文化財保護協会似鳥清 413

17 1 1 ③ 414 （書簡、封筒なし）『上津野』第１号送り状、内田ハチ宛、昭和51年２月22日付、鹿角市社会教育課柳沢兌
衛 414

17 1 2 ① 415 （冊子）鹿角市文化財保護会会員名簿（設立時） 415
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14 4 4 ② 353 （書簡）伊澤慶治（彦栄堂、横手市）書簡、昭和44年８月１日付 353
伊澤慶治に《筆のまにまに》原稿の所在を確認した返事か？　近いうちに深澤家を訪ねるとしている。封筒メモ書き（電話での
内容を後でメモしたものだろう）に、「昭和34年、『小野寺盛衰記』を深澤家で見せてもらったときに原稿を見た。天理図書館
に真澄の（原＝消去）本があり驚いた」とある。

14 4 4 ③ 354 （書簡）深沢トミ（深澤多市養女）ハガキ、昭和44年８月31日付 354 「母は10年前に他界。伊澤慶治を通じて依頼のあった「菅江真澄原稿」については見つからなかった。多市の逝去後、母がひと
りで守ってきたので、後の代に引き継ぎ守ってもらいたい」

14 5 1 ① 355 （新聞切抜）全集に向けての写真撮影始まる（秋田魁新報、昭和45年７月19日） 355
「真澄の全集、今秋刊行」「病身でありながら真澄を追跡している内田氏の努力に、民俗学者宮本常一氏は以前から手紙で激励し、
今回も出版社を捜して、全集の名で未来社から出すことに決めた。いわば菅江真澄研究の集大成である」「約三千五百枚のフィ
ルムを作成する予定である」

14 5 1 ② 356 （写真３枚）辻家での写真撮影風景（内田ハチ、編集者小箕俊介、カメラマン矢田金一郎） 356 裏に「昭和45年７月　辻兵吉邸」とあり。

14 5 2 357 （冊子切抜）内田武志「真澄遊覧記その後」（広報あきた、昭和45年３月）　 357 東洋文庫の反響。「原文を読みたいという読者からの希望は、随筆集ではなく日記だったようだが、それでも考古学者などから
反響があった。全集のための啓蒙書を出し、全集の刊行が間もなく始まる」

14 5 3 ① 358 （冊子）内田武志（菅江真澄研究所）「菅江真澄の描いた民具」（『民具マンスリー』３巻７号、昭和45年10月１日） 358 他に、吉田三郎「民具の消滅と残存─秋田県男鹿地方における─」、宮本常一（武蔵野美術大学教授）「民具文献紹介」。

14 5 3 ② 359 （書簡、封筒なし）日本常民文化研究所（武蔵野美術大学内）潮田代筆、写真返却と民具マンスリー校正の連
絡 359 日本常民文化研究所は、1972年には港区三田のマンション、1982年に神奈川大学に移る。

14 5 3 ③ 360 （用紙）民具マンスリー購読料振込（郵便振替証、昭和49年４月22日） 360

14 5 3 ④ 361 （書簡、封筒なし）日本常民文化研究所（武蔵野美術大学内）潮田鉄雄、民具マンスリー送付添え状（昭和
45年10月５日） 361

14 5 3 ⑤ 362 （原稿）民具マンスリー「菅江真澄の描いた民具」（400字詰11枚、他筆による清書原稿） 362

14 5 4 ① 363 （書簡）河岡武春（日本常民文化研究所）書簡、昭和40年11月29日付 363 「注文のあった『アイヌ語辞典』（人間篇、動物篇）を送る」。祭魚洞用箋。

14 5 4 ② 364 （書簡）河岡武春書簡、昭和45年８月13日付、『民具マンスリー』執筆依頼 364 「吉田三郎、渡辺小勝にも原稿執筆を依頼している」

14 5 4 ③ 365 （書簡）河岡武春ハガキ、昭和45年８月19日付、上記原稿の分量と図版処理についての連絡 365 上記執筆についての連絡

14 5 4 ④ 366 （書簡）河岡武春ハガキ、昭和45年９月11日消印、図版処理についての連絡 366 図版について、内田武志から写真掲載にしてほしいとの希望があったことへの返事。「冊子の体裁上写真掲載は難しいため、図
版トレースをした。頁が取れる『民具論集』４輯に執筆をお願いできないか」

15 1 1 ① 367 （印刷書簡）第20回河北文化賞授与通知、昭和46年１月２日付（消印は昭和45年12月31日、速達） 367 授与通知・贈呈式要項・受賞者一覧。贈呈式は、昭和46年１月18日仙台ホテル。受賞件名「菅江真澄の業績を中心とする東
北庶民文化の研究」民俗学者内田武志。財団法人河北文化事業団。

15 1 1 ② 368 （写真５枚）河北文化賞贈呈式、昭和46年１月18日（昭和45年度として）、送付票（昭和46年１月23日付） 368

15 1 1 ③ 369 （電報）お祝い電報、昭和46年１月５日、秋田県知事小畑勇二郎 369 河北文化賞受賞について。

15 1 2 ① 370 （冊子）河北文化賞、昭和45年度（内田武志受賞） 370 記念誌に内田武志の簡単な紹介がある。それにまで訂正を入れているのは、ハチの厳密さであろう。

15 1 2 ② 371 （冊子）河北文化賞、昭和46年度 371

15 1 3 372 （印刷書簡）河北新報社役員改選通知（昭和46年１月） 372 儀礼的な通知

15 2 1 ① 373 （冊子）菅江真澄全集月報１（昭和46年３月）、内田武志「奈良環之助氏を悼む」掲載 373
全集編纂者の一人にお願いしていた。『菅江真澄』一冊を携えての秋田への帰郷、未刊文献集出版までの経緯、自筆本が辻家に
入るまでのこと。奈良環之助逝去は、昭和45年11月16日。全集月報１執筆は、他に、桜田勝徳（白梅学園教授）、田村岩雄（塩
尻市文化財調査委員）、河岡武春（常民文化研究所員）。

15 2 1 ② 374 （パンフレット）菅江真澄全集内容見本（Ａ５判）、予約注文書、予約申込書（全十一巻別巻二の予定） 374

15 2 1 ③ 375 （冊子）菅江真澄研究所報告№３（昭和46年２月10日発行）、内田武志「奈良環之助氏追悼記」掲載 375 「奈良環之助氏追悼記」があり、内容は全集月報１に類似するが、別の記事もある。河北文化賞受賞報告。鷲谷良一「円満寺に
真澄の草稿を求めて」など。

15 2 1 ④ 376 （書簡）宮本常一妻ハガキ、昭和46年12月26日消印 376 リンゴを贈ったお礼。

15 2 2 ① 377 （冊子）菅江真澄全集月報２（昭和46年11月）、内田武志「真澄の未発見本目録（一）」掲載 377 他に、杉浦明平（作家）、姫田忠義（シナリオライター）、田村善次郎（武蔵野美術大学講師）。

15 2 2 ② 378 （原稿…薄紙23枚）内田武志「真澄の未発見本目録（一）」（全集月報２掲載）原稿 378

15 2 3 ① 379 （書簡）宮本常一ハガキ、昭和45年７月４日消印 379 菅江真澄研究所の発足を祝う。「学校を辞めて仕事に専念したいが、手を広げすぎている。菅江真澄全集だけは完成させたいも
のだ」

15 2 3 ② 380 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和46年１月７日付（速達） 380 河北文化賞受賞後、ハチ上京の際の面会を問い合わせた事への返事。「河北文化賞には竹内利美の推薦もあったようだ。全集の
校正刷りを見ても、よい本ができそうだ。佐藤健一郎も都合がつくだろう」。祭魚洞書屋用紙。

15 2 3 ③ 381 （書簡）宮本常一書簡、昭和46年５月８日付 381 「自分の担当分《奥の冬ごもり》まで終えて、あとは佐藤健一郎に回した。歴史図書から新秋田叢書が出るようだが、菅江真澄
は全国的に売れることだろう。中道等の旧蔵書については、他に聞いてみる」

15 2 3 ④ 382 （書簡）佐藤健一郎書簡内田ハチ宛、昭和46年５月31日消印 382 「真澄によるアイヌ語ルビの混乱に関しては、アイヌ語について正確な知識を得られない現在、それを正すことはできない。真
澄の記述のままにするのが、全集としての正しい態度ではないかと思う」

15 2 3 ⑤ 383 （書簡）佐藤健一郎書簡内田ハチ宛、昭和46年６月20日付（速達） 383 「宮本常一の手助けとして、註に関する資料を調べる係との立場を認識している。註の内容や書き方については、宮本常一との
統一性を直接取ってもらいたい。その上でどのように改変されても異存はない」

15 2 3 ⑥ 384 （書簡）佐藤健一郎ハガキ内田武志・ハチ宛、昭和47年７月25日消印 384 菅江真澄研究所報告送付のお礼。「全集の完成お祈り申上ます」
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

14 4 4 ② 353 （書簡）伊澤慶治（彦栄堂、横手市）書簡、昭和44年８月１日付 353
伊澤慶治に《筆のまにまに》原稿の所在を確認した返事か？　近いうちに深澤家を訪ねるとしている。封筒メモ書き（電話での
内容を後でメモしたものだろう）に、「昭和34年、『小野寺盛衰記』を深澤家で見せてもらったときに原稿を見た。天理図書館
に真澄の（原＝消去）本があり驚いた」とある。

14 4 4 ③ 354 （書簡）深沢トミ（深澤多市養女）ハガキ、昭和44年８月31日付 354 「母は10年前に他界。伊澤慶治を通じて依頼のあった「菅江真澄原稿」については見つからなかった。多市の逝去後、母がひと
りで守ってきたので、後の代に引き継ぎ守ってもらいたい」

14 5 1 ① 355 （新聞切抜）全集に向けての写真撮影始まる（秋田魁新報、昭和45年７月19日） 355
「真澄の全集、今秋刊行」「病身でありながら真澄を追跡している内田氏の努力に、民俗学者宮本常一氏は以前から手紙で激励し、
今回も出版社を捜して、全集の名で未来社から出すことに決めた。いわば菅江真澄研究の集大成である」「約三千五百枚のフィ
ルムを作成する予定である」

14 5 1 ② 356 （写真３枚）辻家での写真撮影風景（内田ハチ、編集者小箕俊介、カメラマン矢田金一郎） 356 裏に「昭和45年７月　辻兵吉邸」とあり。

14 5 2 357 （冊子切抜）内田武志「真澄遊覧記その後」（広報あきた、昭和45年３月）　 357 東洋文庫の反響。「原文を読みたいという読者からの希望は、随筆集ではなく日記だったようだが、それでも考古学者などから
反響があった。全集のための啓蒙書を出し、全集の刊行が間もなく始まる」

14 5 3 ① 358 （冊子）内田武志（菅江真澄研究所）「菅江真澄の描いた民具」（『民具マンスリー』３巻７号、昭和45年10月１日） 358 他に、吉田三郎「民具の消滅と残存─秋田県男鹿地方における─」、宮本常一（武蔵野美術大学教授）「民具文献紹介」。

14 5 3 ② 359 （書簡、封筒なし）日本常民文化研究所（武蔵野美術大学内）潮田代筆、写真返却と民具マンスリー校正の連
絡 359 日本常民文化研究所は、1972年には港区三田のマンション、1982年に神奈川大学に移る。

14 5 3 ③ 360 （用紙）民具マンスリー購読料振込（郵便振替証、昭和49年４月22日） 360

14 5 3 ④ 361 （書簡、封筒なし）日本常民文化研究所（武蔵野美術大学内）潮田鉄雄、民具マンスリー送付添え状（昭和
45年10月５日） 361

14 5 3 ⑤ 362 （原稿）民具マンスリー「菅江真澄の描いた民具」（400字詰11枚、他筆による清書原稿） 362

14 5 4 ① 363 （書簡）河岡武春（日本常民文化研究所）書簡、昭和40年11月29日付 363 「注文のあった『アイヌ語辞典』（人間篇、動物篇）を送る」。祭魚洞用箋。

14 5 4 ② 364 （書簡）河岡武春書簡、昭和45年８月13日付、『民具マンスリー』執筆依頼 364 「吉田三郎、渡辺小勝にも原稿執筆を依頼している」

14 5 4 ③ 365 （書簡）河岡武春ハガキ、昭和45年８月19日付、上記原稿の分量と図版処理についての連絡 365 上記執筆についての連絡

14 5 4 ④ 366 （書簡）河岡武春ハガキ、昭和45年９月11日消印、図版処理についての連絡 366 図版について、内田武志から写真掲載にしてほしいとの希望があったことへの返事。「冊子の体裁上写真掲載は難しいため、図
版トレースをした。頁が取れる『民具論集』４輯に執筆をお願いできないか」

15 1 1 ① 367 （印刷書簡）第20回河北文化賞授与通知、昭和46年１月２日付（消印は昭和45年12月31日、速達） 367 授与通知・贈呈式要項・受賞者一覧。贈呈式は、昭和46年１月18日仙台ホテル。受賞件名「菅江真澄の業績を中心とする東
北庶民文化の研究」民俗学者内田武志。財団法人河北文化事業団。

15 1 1 ② 368 （写真５枚）河北文化賞贈呈式、昭和46年１月18日（昭和45年度として）、送付票（昭和46年１月23日付） 368

15 1 1 ③ 369 （電報）お祝い電報、昭和46年１月５日、秋田県知事小畑勇二郎 369 河北文化賞受賞について。

15 1 2 ① 370 （冊子）河北文化賞、昭和45年度（内田武志受賞） 370 記念誌に内田武志の簡単な紹介がある。それにまで訂正を入れているのは、ハチの厳密さであろう。

15 1 2 ② 371 （冊子）河北文化賞、昭和46年度 371

15 1 3 372 （印刷書簡）河北新報社役員改選通知（昭和46年１月） 372 儀礼的な通知

15 2 1 ① 373 （冊子）菅江真澄全集月報１（昭和46年３月）、内田武志「奈良環之助氏を悼む」掲載 373
全集編纂者の一人にお願いしていた。『菅江真澄』一冊を携えての秋田への帰郷、未刊文献集出版までの経緯、自筆本が辻家に
入るまでのこと。奈良環之助逝去は、昭和45年11月16日。全集月報１執筆は、他に、桜田勝徳（白梅学園教授）、田村岩雄（塩
尻市文化財調査委員）、河岡武春（常民文化研究所員）。

15 2 1 ② 374 （パンフレット）菅江真澄全集内容見本（Ａ５判）、予約注文書、予約申込書（全十一巻別巻二の予定） 374

15 2 1 ③ 375 （冊子）菅江真澄研究所報告№３（昭和46年２月10日発行）、内田武志「奈良環之助氏追悼記」掲載 375 「奈良環之助氏追悼記」があり、内容は全集月報１に類似するが、別の記事もある。河北文化賞受賞報告。鷲谷良一「円満寺に
真澄の草稿を求めて」など。

15 2 1 ④ 376 （書簡）宮本常一妻ハガキ、昭和46年12月26日消印 376 リンゴを贈ったお礼。

15 2 2 ① 377 （冊子）菅江真澄全集月報２（昭和46年11月）、内田武志「真澄の未発見本目録（一）」掲載 377 他に、杉浦明平（作家）、姫田忠義（シナリオライター）、田村善次郎（武蔵野美術大学講師）。

15 2 2 ② 378 （原稿…薄紙23枚）内田武志「真澄の未発見本目録（一）」（全集月報２掲載）原稿 378

15 2 3 ① 379 （書簡）宮本常一ハガキ、昭和45年７月４日消印 379 菅江真澄研究所の発足を祝う。「学校を辞めて仕事に専念したいが、手を広げすぎている。菅江真澄全集だけは完成させたいも
のだ」

15 2 3 ② 380 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和46年１月７日付（速達） 380 河北文化賞受賞後、ハチ上京の際の面会を問い合わせた事への返事。「河北文化賞には竹内利美の推薦もあったようだ。全集の
校正刷りを見ても、よい本ができそうだ。佐藤健一郎も都合がつくだろう」。祭魚洞書屋用紙。

15 2 3 ③ 381 （書簡）宮本常一書簡、昭和46年５月８日付 381 「自分の担当分《奥の冬ごもり》まで終えて、あとは佐藤健一郎に回した。歴史図書から新秋田叢書が出るようだが、菅江真澄
は全国的に売れることだろう。中道等の旧蔵書については、他に聞いてみる」

15 2 3 ④ 382 （書簡）佐藤健一郎書簡内田ハチ宛、昭和46年５月31日消印 382 「真澄によるアイヌ語ルビの混乱に関しては、アイヌ語について正確な知識を得られない現在、それを正すことはできない。真
澄の記述のままにするのが、全集としての正しい態度ではないかと思う」

15 2 3 ⑤ 383 （書簡）佐藤健一郎書簡内田ハチ宛、昭和46年６月20日付（速達） 383 「宮本常一の手助けとして、註に関する資料を調べる係との立場を認識している。註の内容や書き方については、宮本常一との
統一性を直接取ってもらいたい。その上でどのように改変されても異存はない」

15 2 3 ⑥ 384 （書簡）佐藤健一郎ハガキ内田武志・ハチ宛、昭和47年７月25日消印 384 菅江真澄研究所報告送付のお礼。「全集の完成お祈り申上ます」
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

13 3 1 ④ 320 （用紙）昭和41年年譜資料、東洋文庫本第２・３巻発刊までの遣り取り（内田・内田ハチ・福岡多恵） 320 内田ハチによる新聞チラシ裏を使ったメモ書きだが、詳細であるため資料扱いとする。

13 4 1 ① 321 （用紙）昭和42年年譜資料、東洋文庫本第４・５巻発刊までの遣り取り（内田・内田ハチ・福岡多恵） 321 内田ハチによる新聞チラシ裏を使ったメモ書きだが、詳細であるため資料扱いとする。

13 4 1 ② 322 （表彰状）秋田県文化功労章（昭和42年11月３日） 322 四折になって保管されている。

13 4 1 ③ 323 （冊子）「昭和42年　文化功労者表彰式次第冊子」２冊 323 「郷土史の研究と菅江真澄の探究」として、内田武（筆名武志）・内田ハチ（兄妹）で受章。

13 4 1 ④ 324 （写真１枚）秋田県文化功労章受章記念祝賀会 324

13 4 1 ⑤ 325 （冊子）上記の祝賀会芳名録 325

14 1 1 ① 326 （書簡、封筒なし）日本庶民生活史料集成編集部（三一書房）・森田東郎書簡、昭和43年８月18日【日付は
⑥のメモ書きから】 326 『日本庶民生活史料集成第三巻　探検・紀行・地誌　東国篇』の収録作品の選択・解題・補註の執筆依頼。「編者である宮本常一・

竹内利美・森嘉兵衛からの推薦。底本は秋田叢書・同別集とするが、必要があれば原本と校合する」

14 1 1 ② 327 （書簡、封筒なし）沢口信夫（三一書房）書簡、昭和43年９月４日付 327 「日本庶民生活史料集成第１巻を別便で送る。頁数が多くなるため、秋田と津軽の日記を一編ずつ落としてはどうかと考えている。
秋田叢書はコピー量が多いため、少し待ってほしい」

14 1 1 ③ 328 （書簡）沢口信夫書簡、昭和43年９月25日付 328 秋田叢書《雪の道奥雪の出羽路》のコピー同送。封筒に編集部との遣り取りが書かれているが、⑥と重複する。

14 1 1 ④ 329 （メモ書き）日本庶民生活史料集成編集部との打合せ内容 329 「森田、沢口、モウ一人」とある。ハチ上京時（10月６日～ 10日【日付は⑥のメモ書きから】）のものか。

14 1 1 ⑤ 330 （メモ書き）日本庶民生活史料集成（三一書房）掲載書名メモ書き（内田武志自筆）、武志用薄紙罫紙 330 掲載候補を列挙。13の書名を挙げる中で、10に絞っている。

14 1 1 ⑥ 331 （メモ書き）定形外封筒（薄茶色）（日本庶民生活史料集成編集部との遣り取り） 331 執筆依頼（８月18日）から校了（12月19日）まで時系列にまとめている。内田ハチによるメモ書きだが、詳細であるため資
料扱いとする。

14 2 1 ① 332 （書簡）大藤時彦書簡、昭和43年７月13日付 332 東洋文庫菅江真澄遊覧記第５巻贈呈の礼状。「定本柳田国男集の索引づくりを進めている。真澄の地名の読み方には苦労してい
るので助かった。大兄の手で定本全集を出してほしい。」

14 2 1 ② 333 （▲書簡）大藤時彦宛内田武志書簡、昭和43年９月６日付（速達） 333 「ハチが上京するので、全集についての相談に乗ってほしい」。①の返信として、全集編纂の希望を伝えたらしい。

14 2 1 ③ 334 （書簡）大藤時彦書簡、昭和43年９月10日付（速達） 334 「上記②については都合が悪い。全集については、平凡社に話をしてみたい」

14 2 1 ④ 335 （書簡）大藤時彦書簡内田ハチ宛、昭和43年10月27日付 335 「奈良環之助を訪ねた折に秋田に行こうと思ったが、奈良さんも都合が悪く、秋田行きは断念した。平凡社の池田敏雄に話をし
たが、大事業になるため容易には動けないとのことだった。説得してみたい」

14 2 1 ⑤ 336 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和43年11月５日付 336 「未来社の松本編集長に話をしたところ、会議に諮ってみるとのことだった。小さな出版社が、東洋文庫でようやく知られ始め
た一旅行者のわかりにくい文章を出版するのは不安があるだろう」

14 2 1 ⑥ 337 （書簡）宮本常一書簡、昭和43年11月17日付、武志による全集案同封 337 「未来社社長西谷氏と会い、具体的な話をした」。具体的で詳細な計画を伝えている。武志による全集案の編集委員「内田武志・
宮本常一・奈良環之助・内田ハチ」とある。

14 2 1 ⑦ 338 （▲書簡）大藤時彦宛内田武志書簡、昭和43年12月27日付（速達） 338
平凡社を推薦した大藤時彦に、未来社に決まったことを知らせている。「全集は未来社からの出版で話がほぼまとまり、12月
20日に西谷社長らが来秋して顔合わせをおこなった。東洋文庫菅江真澄随筆集は10月にハチが上京する際に原稿を提出したが、
多すぎるので三分の一以上削除するように言われた」

14 2 1 ⑧ 339 （書簡）大藤時彦書簡、昭和43年12月30日付 339 「上記のことについては了解した。後悔のない全集となるよう、宮本君から出版社に話をしてもらいたい」

14 2 2 ① 340 （▲書簡）大藤時彦宛内田武志書簡、昭和44年12月６日付 340
「今年５月６月は血尿がひどかった。静養中の７月真澄命日に140年祭がおこなわれて、刊行物を出した。昭和２年の柳田の講
演も載せた。柳田文庫にも収めてほしい。未来社から啓蒙書である『菅江真澄の旅と日記』を出してから（校正中）、全集に取
りかかる予定である」

14 2 2 ② 341 （書簡）大藤時彦書簡内田ハチ宛、昭和57年３月６日消印、大藤時彦から内田武志書簡の返送 341 内田武志の伝記をまとめるため、ハチから大藤時彦に対して手紙の返送依頼があった。

14 2 3 342 （書簡）宮本常一書簡、昭和45年３月４日付、４月21日消印 342 「忙しくて時間が取れず、真澄の旅が羨ましい。春休みにもなるので、３月中には全集第１巻の執筆を終えたいと思っている」

14 3 1 343 （原稿11枚）昭和43年１月１日魁掲載「私の初夢」下書き原稿 343 原題「雄潟のさと」。五城目町谷地中・佐藤久兵衛家の掛軸を初めて見て、「菅江真澄」を初めて名乗ったときのものではないか
との推測から、八郎潟周辺の日記（をがたのさと、浦の梅園、花の真阪路）の探求に向かったこと。

14 3 2 344 （原稿）昭和43年１月１日魁掲載「私の初夢」下書き原稿（まとまりが無い状態の原稿） 344

14 3 3 345 （△書簡）鷲谷良一宛久米道彦（八郎潟町真言宗常福院住職）書簡、昭和43年８月18日消印 345 「父が語るように、《浦の梅園》（写本かどうかはわからない）の焼失が惜しまれる。真澄が宿った市野集落も20年４月に焼け、
ゆかりの家も代替わりしているから、資料があっても捨てられた可能性がある」

14 4 1 346 （書写原稿）内田武志著作の発行年など奥付（東洋文庫６冊、三一書房・日本庶民生活史料集成） 346

14 4 2 ① 347 （書簡）大場磐雄（考古学、國學院大学教授）書簡、昭和44年11月18日付（速達） 347 《水の面影》（『菅江真澄随筆集』所収）の記述にある「鶴ヶ池」についての質問。鏡池信仰との関係。

14 4 2 ② 348 （書写原稿）『神道考古学講座』第五巻祭祀遺跡特説（責任編集大場磐雄）、「鏡ヶ池」部分 348 「鏡ヶ池・秋田市寺内大畑鶴ヶ池」として、《水の面影》の一節を引き、内田武志からの教示を書く。

14 4 3 ① 349 （書簡）宮本常一書簡、昭和41年２月３日付、封筒メモ書きに「東洋文庫　第一巻刊行後」 349 「註に手直ししてもらっても構わない。註の誤記については、気にせずに進めてほしい。東京にいては註が付けにくい」など、
註釈執筆の苦労を書いている。

14 4 3 ② 350 （書簡）宮本常一書簡、昭和41年７月２日付、封筒メモ書きに「東洋文庫　第二巻刊行後」 350 「読んでくれる人が周りにもいる。原文は無理でも、訳文は読んでくれるジャーナリストがいるから、話題になることがある」

14 4 3 ③ 351 （書簡）長沢詠子書簡、昭和41年２月16日付、封筒メモ書きに「最初のてがみ　東洋文庫を読んで」 351 「柳田国男『菅江真澄』を読んで以来、真澄の文章を読みたいと思っていた。最近、ガイドブック代わりに東北旅行をした。岡
崎市の乙川近くに住んでいる」

14 4 4 ① 352 （書簡）福岡多恵（平凡社）書簡内田ハチ宛、昭和44年６月20日付（速達） 352 封筒メモ書きに､「三一書房の件（消去線）」「谷川健一申出に対する意見」とある。現代語訳を他社から出したいとの申出か？　
版権の関係で難しいと伝えている。書簡はカーボン紙による複写。

72（25）（24）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

13 3 1 ④ 320 （用紙）昭和41年年譜資料、東洋文庫本第２・３巻発刊までの遣り取り（内田・内田ハチ・福岡多恵） 320 内田ハチによる新聞チラシ裏を使ったメモ書きだが、詳細であるため資料扱いとする。

13 4 1 ① 321 （用紙）昭和42年年譜資料、東洋文庫本第４・５巻発刊までの遣り取り（内田・内田ハチ・福岡多恵） 321 内田ハチによる新聞チラシ裏を使ったメモ書きだが、詳細であるため資料扱いとする。

13 4 1 ② 322 （表彰状）秋田県文化功労章（昭和42年11月３日） 322 四折になって保管されている。

13 4 1 ③ 323 （冊子）「昭和42年　文化功労者表彰式次第冊子」２冊 323 「郷土史の研究と菅江真澄の探究」として、内田武（筆名武志）・内田ハチ（兄妹）で受章。

13 4 1 ④ 324 （写真１枚）秋田県文化功労章受章記念祝賀会 324

13 4 1 ⑤ 325 （冊子）上記の祝賀会芳名録 325

14 1 1 ① 326 （書簡、封筒なし）日本庶民生活史料集成編集部（三一書房）・森田東郎書簡、昭和43年８月18日【日付は
⑥のメモ書きから】 326 『日本庶民生活史料集成第三巻　探検・紀行・地誌　東国篇』の収録作品の選択・解題・補註の執筆依頼。「編者である宮本常一・

竹内利美・森嘉兵衛からの推薦。底本は秋田叢書・同別集とするが、必要があれば原本と校合する」

14 1 1 ② 327 （書簡、封筒なし）沢口信夫（三一書房）書簡、昭和43年９月４日付 327 「日本庶民生活史料集成第１巻を別便で送る。頁数が多くなるため、秋田と津軽の日記を一編ずつ落としてはどうかと考えている。
秋田叢書はコピー量が多いため、少し待ってほしい」

14 1 1 ③ 328 （書簡）沢口信夫書簡、昭和43年９月25日付 328 秋田叢書《雪の道奥雪の出羽路》のコピー同送。封筒に編集部との遣り取りが書かれているが、⑥と重複する。

14 1 1 ④ 329 （メモ書き）日本庶民生活史料集成編集部との打合せ内容 329 「森田、沢口、モウ一人」とある。ハチ上京時（10月６日～ 10日【日付は⑥のメモ書きから】）のものか。

14 1 1 ⑤ 330 （メモ書き）日本庶民生活史料集成（三一書房）掲載書名メモ書き（内田武志自筆）、武志用薄紙罫紙 330 掲載候補を列挙。13の書名を挙げる中で、10に絞っている。

14 1 1 ⑥ 331 （メモ書き）定形外封筒（薄茶色）（日本庶民生活史料集成編集部との遣り取り） 331 執筆依頼（８月18日）から校了（12月19日）まで時系列にまとめている。内田ハチによるメモ書きだが、詳細であるため資
料扱いとする。

14 2 1 ① 332 （書簡）大藤時彦書簡、昭和43年７月13日付 332 東洋文庫菅江真澄遊覧記第５巻贈呈の礼状。「定本柳田国男集の索引づくりを進めている。真澄の地名の読み方には苦労してい
るので助かった。大兄の手で定本全集を出してほしい。」

14 2 1 ② 333 （▲書簡）大藤時彦宛内田武志書簡、昭和43年９月６日付（速達） 333 「ハチが上京するので、全集についての相談に乗ってほしい」。①の返信として、全集編纂の希望を伝えたらしい。

14 2 1 ③ 334 （書簡）大藤時彦書簡、昭和43年９月10日付（速達） 334 「上記②については都合が悪い。全集については、平凡社に話をしてみたい」

14 2 1 ④ 335 （書簡）大藤時彦書簡内田ハチ宛、昭和43年10月27日付 335 「奈良環之助を訪ねた折に秋田に行こうと思ったが、奈良さんも都合が悪く、秋田行きは断念した。平凡社の池田敏雄に話をし
たが、大事業になるため容易には動けないとのことだった。説得してみたい」

14 2 1 ⑤ 336 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和43年11月５日付 336 「未来社の松本編集長に話をしたところ、会議に諮ってみるとのことだった。小さな出版社が、東洋文庫でようやく知られ始め
た一旅行者のわかりにくい文章を出版するのは不安があるだろう」

14 2 1 ⑥ 337 （書簡）宮本常一書簡、昭和43年11月17日付、武志による全集案同封 337 「未来社社長西谷氏と会い、具体的な話をした」。具体的で詳細な計画を伝えている。武志による全集案の編集委員「内田武志・
宮本常一・奈良環之助・内田ハチ」とある。

14 2 1 ⑦ 338 （▲書簡）大藤時彦宛内田武志書簡、昭和43年12月27日付（速達） 338
平凡社を推薦した大藤時彦に、未来社に決まったことを知らせている。「全集は未来社からの出版で話がほぼまとまり、12月
20日に西谷社長らが来秋して顔合わせをおこなった。東洋文庫菅江真澄随筆集は10月にハチが上京する際に原稿を提出したが、
多すぎるので三分の一以上削除するように言われた」

14 2 1 ⑧ 339 （書簡）大藤時彦書簡、昭和43年12月30日付 339 「上記のことについては了解した。後悔のない全集となるよう、宮本君から出版社に話をしてもらいたい」

14 2 2 ① 340 （▲書簡）大藤時彦宛内田武志書簡、昭和44年12月６日付 340
「今年５月６月は血尿がひどかった。静養中の７月真澄命日に140年祭がおこなわれて、刊行物を出した。昭和２年の柳田の講
演も載せた。柳田文庫にも収めてほしい。未来社から啓蒙書である『菅江真澄の旅と日記』を出してから（校正中）、全集に取
りかかる予定である」

14 2 2 ② 341 （書簡）大藤時彦書簡内田ハチ宛、昭和57年３月６日消印、大藤時彦から内田武志書簡の返送 341 内田武志の伝記をまとめるため、ハチから大藤時彦に対して手紙の返送依頼があった。

14 2 3 342 （書簡）宮本常一書簡、昭和45年３月４日付、４月21日消印 342 「忙しくて時間が取れず、真澄の旅が羨ましい。春休みにもなるので、３月中には全集第１巻の執筆を終えたいと思っている」

14 3 1 343 （原稿11枚）昭和43年１月１日魁掲載「私の初夢」下書き原稿 343 原題「雄潟のさと」。五城目町谷地中・佐藤久兵衛家の掛軸を初めて見て、「菅江真澄」を初めて名乗ったときのものではないか
との推測から、八郎潟周辺の日記（をがたのさと、浦の梅園、花の真阪路）の探求に向かったこと。

14 3 2 344 （原稿）昭和43年１月１日魁掲載「私の初夢」下書き原稿（まとまりが無い状態の原稿） 344

14 3 3 345 （△書簡）鷲谷良一宛久米道彦（八郎潟町真言宗常福院住職）書簡、昭和43年８月18日消印 345 「父が語るように、《浦の梅園》（写本かどうかはわからない）の焼失が惜しまれる。真澄が宿った市野集落も20年４月に焼け、
ゆかりの家も代替わりしているから、資料があっても捨てられた可能性がある」

14 4 1 346 （書写原稿）内田武志著作の発行年など奥付（東洋文庫６冊、三一書房・日本庶民生活史料集成） 346

14 4 2 ① 347 （書簡）大場磐雄（考古学、國學院大学教授）書簡、昭和44年11月18日付（速達） 347 《水の面影》（『菅江真澄随筆集』所収）の記述にある「鶴ヶ池」についての質問。鏡池信仰との関係。

14 4 2 ② 348 （書写原稿）『神道考古学講座』第五巻祭祀遺跡特説（責任編集大場磐雄）、「鏡ヶ池」部分 348 「鏡ヶ池・秋田市寺内大畑鶴ヶ池」として、《水の面影》の一節を引き、内田武志からの教示を書く。

14 4 3 ① 349 （書簡）宮本常一書簡、昭和41年２月３日付、封筒メモ書きに「東洋文庫　第一巻刊行後」 349 「註に手直ししてもらっても構わない。註の誤記については、気にせずに進めてほしい。東京にいては註が付けにくい」など、
註釈執筆の苦労を書いている。

14 4 3 ② 350 （書簡）宮本常一書簡、昭和41年７月２日付、封筒メモ書きに「東洋文庫　第二巻刊行後」 350 「読んでくれる人が周りにもいる。原文は無理でも、訳文は読んでくれるジャーナリストがいるから、話題になることがある」

14 4 3 ③ 351 （書簡）長沢詠子書簡、昭和41年２月16日付、封筒メモ書きに「最初のてがみ　東洋文庫を読んで」 351 「柳田国男『菅江真澄』を読んで以来、真澄の文章を読みたいと思っていた。最近、ガイドブック代わりに東北旅行をした。岡
崎市の乙川近くに住んでいる」

14 4 4 ① 352 （書簡）福岡多恵（平凡社）書簡内田ハチ宛、昭和44年６月20日付（速達） 352 封筒メモ書きに､「三一書房の件（消去線）」「谷川健一申出に対する意見」とある。現代語訳を他社から出したいとの申出か？　
版権の関係で難しいと伝えている。書簡はカーボン紙による複写。

73（24）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

11 4 1 287 （雑誌、書写原稿）『みちびき』第16号（昭和35年２月） 287 内田ハチ「なぜ絵本をつくるか」「私は知りたい」、内田武志「アンマ優先論─質問」「弱視」。書写原稿…内田武志「アンマ優先
論─質問」「弱視」

12 1 1 288 （伝記原稿…10行罫紙110枚・武志自筆）武志自伝原稿１（未定稿、未整理とあり）生いたち・小学校のこ
ろ 288 包紙に「「内田武志人間記録」内田武志─小学校のころ─」とある。

12 1 2 289 （伝記原稿13枚・武志自筆）武志自伝原稿２「鈴木和子さんへ─生いたち─」（─小学校のころ─を要約） 289 頁番号として〔16 ～ 17〕〔37、37a ～ 46〕とある。

12 2 1 ① 290 （メモ書き１枚、書写原稿）大原富枝『婉という女』（昭和35年２月『群像』に発表）を読んで 290 内田武志によるメモ書き。

12 2 1 ② 291 （メモ書き９枚）大原富枝『婉という女』を読んで、内田チズ子の文章の抜き書き　他 291 内田武志によるメモ書き。【F12-2-4のためのメモ書き】

12 2 2 292 （▲書簡21枚…武志自筆、書写原稿）内田武志「和歌山のチズ子さんへ」、昭和37年５月18日付 292 テープの吹き込み原稿

12 2 3 ① 293 （△用紙８枚表裏、書写原稿）加藤ヨウ「婉という女を読んで─ヨリ子さんへ─」、昭和37年４月９日付 293

12 2 3 ② 294 （書簡、書写原稿）加藤彰真書簡内田ハチ宛（加藤ヨウの死亡通知）、昭和57年４月11日付 294 加藤ヨウは同年４月８日に死去、55歳。宛先住所：秋田市手形山崎町9-24

12 2 4 295 （原稿19枚、未整理）内田武志「『婉という女』を読む人のために」　 295 【F12-2-2と関連…重複する部分がある】【メモ書きは、F12-2-4】

12 3 1 ① 296 新潮文庫・大原富枝『婉という女』（昭和56年、29刷） 296

12 3 1 ② 297 （新聞切抜）「婉という女」紹介記事（新聞不明、昭和37年３月５日） 297 婉の生き方が自身の生き方に重なる部分があると、著者の大原富枝が語っている。（内田武志が感じ取っていたことと同じ）

12 3 1 ③ 298 （新聞切抜）「婉という女」紹介記事（新聞不明、昭和37年４月２日） 298

12 4 1 ① 299 （書簡）福岡多恵（平凡社）書簡内田ハチ宛、昭和57年２月18日付　【F19-6-1-①に書写原稿】 299 東洋文庫現代語訳出版までの経緯。菅江真澄遊覧記については、宮本常一の推薦を受けて、谷川健一（当時は平凡社勤務）が提
案する。大藤時彦からも推薦（了解）を得る。

12 4 1 ② 300 （書簡）福岡多恵ハガキ・内田ハチ宛、昭和56年12月４日付 300 写真や新聞切り抜き等送付の礼状。「全集完成を武志に見せたかった。これで基礎ががっちり組み上がったから、ハチ先生や後
学の方が研究を進めていただきたい」

12 4 1 ③ 301 （書簡）酒井春郎ハガキ、昭和38年12月11日消印　【F19-6-1-③に書写原稿】 301
東洋文庫出版に先立って面会したことへの礼状。「真澄遊覧記の口語訳について、編集部で充分に検討したい」。【F12-4-1-①】
…昭和38年に東洋文庫編集部成立、10月より刊行開始、編集長酒井春郎。この時は「菅江真澄遊覧記」全２巻とあるのみ。昭
和39年10月の進行会議資料に、「菅江真澄遊覧記、内田武志・宮本常一編、担当福岡」とある。

12 4 2 ① 302 （書簡）平凡社太陽編集部菅原慶子書簡、昭和38年６月19日付 302 太陽創刊号への原稿不掲載を伝える。

12 4 2 ② 303 （書簡）平凡社からの原稿料現金書留、「星の言葉」（支払日：昭和38年５月16日） 303

12 4 3 ① 304 （雑誌）『出羽路』第21号（昭和38年12月10日発行）、内田武志「菅江真澄と四つの地誌」掲載 304

12 4 3 ② 305 （メモ書き）地誌関係の５種（祭魚洞文庫用紙） 305 （1）１枚（2）２枚（3）９枚（4）７枚（5）９枚

12 4 3 ③ 306 （新聞切抜）佐藤久治「秋田風土記を読む」（秋田魁新報夕刊、昭和47年９月20日） 306 「秋田叢書第一期全15巻の刊行が終わった。中でも秋田風土記に注目した」「あらかじめ村々の末端役人に書きあげさせて、真
澄翁自身が実地検分のうえ訂正加筆したと思われる真澄地誌ほどには多方面にわたっていないけれども…」

12 4 4 ① 307 （書簡）水野清一ハガキ、昭和38年12月３日付 307 水野清一は京都大学人文研究所（東洋考古学、京都大学教授）【F1-3-3-②９頁にある】。「パキスタンへ調査に出かけるので、
依頼の件は帰国まで待って欲しい」

12 4 4 ② 308 （書簡）水野清一書簡、昭和38年12月31日付、「石」の鑑定 308 内田武志が石の鑑定を依頼したことへの返事。渋沢敬三を介して面識があった。

13 1 1 ① 309 （書簡）磯貝勇ハガキ、昭和39年６月29日付 309 札幌出張に向かう青函連絡船からのハガキ。「帰路、７月６日朝に訪ねたい」

13 1 1 ② 310 （書簡）磯貝勇書簡、昭和39年７月９日付 310 当時、愛知県立東山工業高等学校の校長。「真澄研究の再燃もこの上ないニュースです」とある。「旅伝」3-1を送る。

13 1 2 311 （書簡）斎藤忠（考古学、東大教授）書簡、昭和39年10月８日付 311 脇本の埋没家屋調査のために来秋の際、菅江真澄の著作について教えを受けたことへの礼状。宛先住所：秋田市手形山崎4-4

13 1 3 ① 312 （書簡）後藤捷一（近畿民俗学会、染織書誌学）書簡、昭和39年11月17日付 312 木村蒹葭堂に関する問合せへの返事（蒹葭堂日記、蒹葭堂小伝）。本草学については京大名誉教授上野益三を紹介。後藤捷一は、
徳島・三木文庫の設立に尽力。封筒は三木文庫。

13 1 3 ② 313 （書簡）後藤捷一ハガキ、昭和39年11月25日消印 313

13 1 4 314 （書簡）民間伝承編集部渋沢敬三先生追悼号執筆依頼（印刷物）、昭和39年８月７日付 314

13 2 1 ① 315 （書簡）桜田勝徳（常民文化研究所）ハガキ、昭和40年11月15日付 315 東洋文庫菅江真澄遊覧記第１巻送付の礼状。

13 2 1 ② 316 （用紙）昭和40年年譜資料、東洋文庫本第１巻発刊までの遣り取り（内田・内田ハチ・福岡多恵） 316 内田ハチによる新聞チラシ裏を使ったメモ書きだが、詳細であるため資料扱いとする。

13 3 1 ① 317 （コピー）内田武志「菅江真澄の〔百臼之図〕」（『出羽路』30号、昭和41年７月15日） 317

13 3 1 ② 318 （別刷）内田武志「菅江真澄の〔百臼之図〕」（『出羽路』30号、昭和41年７月15日）２冊 318 《十曲湖》が県外にある経緯と、国立国会図書館に《百臼之図》が見つかったことを冒頭に紹介する。

13 3 1 ③ 319 （書簡、封筒なし）奈良環之助書簡、昭和41年３月17日付 319 上記原稿についての感想と情報提供。「真澄が臼の最後まで見守ったことが心にしみる。蕪村にも秋田の臼を詠んだ句がある。
応挙の自鏡絵のこと、石川理紀之助が写した《十曲湖》について話をしたいと思っている」

74（23）（22）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

11 4 1 287 （雑誌、書写原稿）『みちびき』第16号（昭和35年２月） 287 内田ハチ「なぜ絵本をつくるか」「私は知りたい」、内田武志「アンマ優先論─質問」「弱視」。書写原稿…内田武志「アンマ優先
論─質問」「弱視」

12 1 1 288 （伝記原稿…10行罫紙110枚・武志自筆）武志自伝原稿１（未定稿、未整理とあり）生いたち・小学校のこ
ろ 288 包紙に「「内田武志人間記録」内田武志─小学校のころ─」とある。

12 1 2 289 （伝記原稿13枚・武志自筆）武志自伝原稿２「鈴木和子さんへ─生いたち─」（─小学校のころ─を要約） 289 頁番号として〔16 ～ 17〕〔37、37a ～ 46〕とある。

12 2 1 ① 290 （メモ書き１枚、書写原稿）大原富枝『婉という女』（昭和35年２月『群像』に発表）を読んで 290 内田武志によるメモ書き。

12 2 1 ② 291 （メモ書き９枚）大原富枝『婉という女』を読んで、内田チズ子の文章の抜き書き　他 291 内田武志によるメモ書き。【F12-2-4のためのメモ書き】

12 2 2 292 （▲書簡21枚…武志自筆、書写原稿）内田武志「和歌山のチズ子さんへ」、昭和37年５月18日付 292 テープの吹き込み原稿

12 2 3 ① 293 （△用紙８枚表裏、書写原稿）加藤ヨウ「婉という女を読んで─ヨリ子さんへ─」、昭和37年４月９日付 293

12 2 3 ② 294 （書簡、書写原稿）加藤彰真書簡内田ハチ宛（加藤ヨウの死亡通知）、昭和57年４月11日付 294 加藤ヨウは同年４月８日に死去、55歳。宛先住所：秋田市手形山崎町9-24

12 2 4 295 （原稿19枚、未整理）内田武志「『婉という女』を読む人のために」　 295 【F12-2-2と関連…重複する部分がある】【メモ書きは、F12-2-4】

12 3 1 ① 296 新潮文庫・大原富枝『婉という女』（昭和56年、29刷） 296

12 3 1 ② 297 （新聞切抜）「婉という女」紹介記事（新聞不明、昭和37年３月５日） 297 婉の生き方が自身の生き方に重なる部分があると、著者の大原富枝が語っている。（内田武志が感じ取っていたことと同じ）

12 3 1 ③ 298 （新聞切抜）「婉という女」紹介記事（新聞不明、昭和37年４月２日） 298

12 4 1 ① 299 （書簡）福岡多恵（平凡社）書簡内田ハチ宛、昭和57年２月18日付　【F19-6-1-①に書写原稿】 299 東洋文庫現代語訳出版までの経緯。菅江真澄遊覧記については、宮本常一の推薦を受けて、谷川健一（当時は平凡社勤務）が提
案する。大藤時彦からも推薦（了解）を得る。

12 4 1 ② 300 （書簡）福岡多恵ハガキ・内田ハチ宛、昭和56年12月４日付 300 写真や新聞切り抜き等送付の礼状。「全集完成を武志に見せたかった。これで基礎ががっちり組み上がったから、ハチ先生や後
学の方が研究を進めていただきたい」

12 4 1 ③ 301 （書簡）酒井春郎ハガキ、昭和38年12月11日消印　【F19-6-1-③に書写原稿】 301
東洋文庫出版に先立って面会したことへの礼状。「真澄遊覧記の口語訳について、編集部で充分に検討したい」。【F12-4-1-①】
…昭和38年に東洋文庫編集部成立、10月より刊行開始、編集長酒井春郎。この時は「菅江真澄遊覧記」全２巻とあるのみ。昭
和39年10月の進行会議資料に、「菅江真澄遊覧記、内田武志・宮本常一編、担当福岡」とある。

12 4 2 ① 302 （書簡）平凡社太陽編集部菅原慶子書簡、昭和38年６月19日付 302 太陽創刊号への原稿不掲載を伝える。

12 4 2 ② 303 （書簡）平凡社からの原稿料現金書留、「星の言葉」（支払日：昭和38年５月16日） 303

12 4 3 ① 304 （雑誌）『出羽路』第21号（昭和38年12月10日発行）、内田武志「菅江真澄と四つの地誌」掲載 304

12 4 3 ② 305 （メモ書き）地誌関係の５種（祭魚洞文庫用紙） 305 （1）１枚（2）２枚（3）９枚（4）７枚（5）９枚

12 4 3 ③ 306 （新聞切抜）佐藤久治「秋田風土記を読む」（秋田魁新報夕刊、昭和47年９月20日） 306 「秋田叢書第一期全15巻の刊行が終わった。中でも秋田風土記に注目した」「あらかじめ村々の末端役人に書きあげさせて、真
澄翁自身が実地検分のうえ訂正加筆したと思われる真澄地誌ほどには多方面にわたっていないけれども…」

12 4 4 ① 307 （書簡）水野清一ハガキ、昭和38年12月３日付 307 水野清一は京都大学人文研究所（東洋考古学、京都大学教授）【F1-3-3-②９頁にある】。「パキスタンへ調査に出かけるので、
依頼の件は帰国まで待って欲しい」

12 4 4 ② 308 （書簡）水野清一書簡、昭和38年12月31日付、「石」の鑑定 308 内田武志が石の鑑定を依頼したことへの返事。渋沢敬三を介して面識があった。

13 1 1 ① 309 （書簡）磯貝勇ハガキ、昭和39年６月29日付 309 札幌出張に向かう青函連絡船からのハガキ。「帰路、７月６日朝に訪ねたい」

13 1 1 ② 310 （書簡）磯貝勇書簡、昭和39年７月９日付 310 当時、愛知県立東山工業高等学校の校長。「真澄研究の再燃もこの上ないニュースです」とある。「旅伝」3-1を送る。

13 1 2 311 （書簡）斎藤忠（考古学、東大教授）書簡、昭和39年10月８日付 311 脇本の埋没家屋調査のために来秋の際、菅江真澄の著作について教えを受けたことへの礼状。宛先住所：秋田市手形山崎4-4

13 1 3 ① 312 （書簡）後藤捷一（近畿民俗学会、染織書誌学）書簡、昭和39年11月17日付 312 木村蒹葭堂に関する問合せへの返事（蒹葭堂日記、蒹葭堂小伝）。本草学については京大名誉教授上野益三を紹介。後藤捷一は、
徳島・三木文庫の設立に尽力。封筒は三木文庫。

13 1 3 ② 313 （書簡）後藤捷一ハガキ、昭和39年11月25日消印 313

13 1 4 314 （書簡）民間伝承編集部渋沢敬三先生追悼号執筆依頼（印刷物）、昭和39年８月７日付 314

13 2 1 ① 315 （書簡）桜田勝徳（常民文化研究所）ハガキ、昭和40年11月15日付 315 東洋文庫菅江真澄遊覧記第１巻送付の礼状。

13 2 1 ② 316 （用紙）昭和40年年譜資料、東洋文庫本第１巻発刊までの遣り取り（内田・内田ハチ・福岡多恵） 316 内田ハチによる新聞チラシ裏を使ったメモ書きだが、詳細であるため資料扱いとする。

13 3 1 ① 317 （コピー）内田武志「菅江真澄の〔百臼之図〕」（『出羽路』30号、昭和41年７月15日） 317

13 3 1 ② 318 （別刷）内田武志「菅江真澄の〔百臼之図〕」（『出羽路』30号、昭和41年７月15日）２冊 318 《十曲湖》が県外にある経緯と、国立国会図書館に《百臼之図》が見つかったことを冒頭に紹介する。

13 3 1 ③ 319 （書簡、封筒なし）奈良環之助書簡、昭和41年３月17日付 319 上記原稿についての感想と情報提供。「真澄が臼の最後まで見守ったことが心にしみる。蕪村にも秋田の臼を詠んだ句がある。
応挙の自鏡絵のこと、石川理紀之助が写した《十曲湖》について話をしたいと思っている」

75（22）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

10 1 2 ② 256 （書簡、書写原稿）鈴木均書簡、昭和32年９月12日付 256
「書簡手記（Ｓ氏）は全編掲載はできない。身体障害者の手記の中から普遍的な部分を抜粋するのはどうか。内田武志からの提
案（内田武志の歴史を中心にして、社会的弱者との出会いなどをまとめる）を受け入れるが、到達点として身体障害者とのふれ
あい、そこに至る精神の遍歴を書いていただきたい。原稿400字詰350枚」

10 1 2 ③ 257 （書簡、書写原稿）鈴木均書簡、昭和32年12月９日付 257 「別便で「春のだいち　その後」を返送する。内田さんの人間記録、あらかじめのテーマが決まったらお知らせいただきたい。
そこで検討したい」

10 2 1 258 （ノート）内田武病状記（昭和32年１月～３月、大学ノート） 258 記載は昭和32年１月～２月上旬、危篤状態だった時の病状記。日ごとの病状、施薬、食事などを書く。お見舞い及び見舞金。（『み
ちびき』第11号「ごあいさつ」「編集室だより」に、前年から武志の胃腸の具合が悪く重体に陥っていたとある。）

10 2 2 ① 259 （新聞切抜）平凡社人間の記録双書紹介記事など、「日本読書新聞」３種 259
望月優子著『生きて愛して演技して』（人間の記録双書）（昭和32年８月26日）、和田梅子著『靴みがき』（人間の記録双書）・
竹内てるよ著『母─この最後なるもの』（実業之日本社）（掲載年月日不明）、「女の生活女の思想─人間の記録双書座談会」（掲
載年月日不明）

10 2 2 ② 260 （雑誌切抜）望月優子『生きて愛して演技して』（平凡社人間の記録双書）の紹介記事（週刊新潮） 260 望月優子は映画女優、のち社会党参議院議員。

10 3 1 261 （雑誌、一部コピー）『みちびき』第11号─盲教育特集─（昭和32年５月） 261 内田ハチ「盲教育に捧ぐ」「ひろい道」「私どもの研究」「編集室だより」、内田武志「閉された窓」…点字を知ろうとしない教師。

10 4 1 ① 262 （書簡、書写原稿）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和33年１月21日付 262
「『みちびき』に対する所感、『みちびき』第11号について。世の識者の間に静かな反省を呼び起こし、上すべりなく進んでいる。
東京であったならお祭り騒ぎの上すべりの議論になり、こうはならなかったであろう。『みちびき』の中には苦悩に満ちたもの
もあるが、とにかく前進しているように感じる」

10 4 1 ② 263 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和33年２月25日付 263 ハチ上京の問合せへの返事。「「みちびき」の活動で多くの人の関心を呼び起こすことは大事だが、経済的背景も必要。そう思っ
て人間の記録双書を紹介したが、ジャーナリズムに押しつぶされそうになっているのではないかと心配している」

10 4 2 ① 264 （書簡、書写原稿）鈴木均ハガキ内田ハチ宛、昭和33年２月28日付 264 ハチ上京における面会希望への返事。「身体障害者に対する社会的関心が高まってきており、武志の半生は障害者の励ましになる」

10 4 2 ② 265 （書簡、書写原稿）鈴木均書簡内田ハチ宛、昭和33年３月19日付 265
「「人間双書」のどれもが卑屈ではない自由な魂によって書かれており、人びとに力を与えて感動を起こさせている。悪い環境を
少しずつ改変し、あるいは脱出した後で、初めて自由に語り、客観的描写ができる。ハチが言う「私と兄は少しも卑屈ではなかっ
た」とすることこそ、重要なポイントである」

10 4 2 ③ 266 （書簡、書写原稿）平凡社人間の記録双書編集部ハガキ、昭和33年２月28日付 266 「原稿の第二部を拝受した。病気療養中の鈴木均に代わり連絡する」

10 4 3 267 （メモ書き）ハチのメモ書き７枚両面（ハチが上京して平凡社鈴木均と電話で話した際のメモ。手帳切抜） 267

10 4 4 268 （原稿）人間の記録双書用プロット原稿（サンケー原稿用紙１枚、平凡社原稿用紙１枚、罫紙３枚＋未来社原
稿用紙３枚） 268

プロット３種。罫紙１枚目に「盲人教育への関心が、民俗研究からどうつながっているのか。対象が異なるのみで、方法は同じ
である」。罫紙３枚目に「１．幼年、２．民俗学への開眼業績─①鹿角方言集②静岡県方言集③静岡県方言誌④日本星座方言資
料⑤松前と菅江真澄⑥菅江真澄未刊文献集⑦春のだいち、３．現在」とある。

10 4 5 269 （コピー）人間の記録双書一覧表（平凡社六十年史・年表より） 269 人間の記録双書28冊、昭和31年９月～ 35年７月まで刊行。

10 5 1 270 （雑誌、一部コピー）『みちびき』第12・13合併号（昭和33年１月） 270
内田ハチ「日本の悪路」「教育研究所が欲しい」「身障者をかこむ人びと」「より子さんのために（うちに迎えて）」「わたくしど
もの在り方」「"みちびき"の浸透」「カナタイプをひろめよう」「編集室たより（Ｈ）」、内田武志「より子さんのために」「あたり
まえのこと」

10 5 2 271 （雑誌）『みちびき』第14号（昭和33年９月） 271 内田ハチ「盲女子のことども」「盲学校理科のこと」、内田武志「"春のだいち"その後」「編集室たより（Ｕ）」。「"春のだいちそ
の後"をとりかこんで」に、盲人教育の問題点の指摘、須藤春代が内田兄妹から離れざるを得なかった理由などがある。

11 1 1 272 （雑誌、一部コピー）『みちびき』第15号（昭和34年５月） 272 内田ハチ「盲女子のことどもその二　この編をまとめて」「社会に向かって　おわりに」、内田武志「社会に向かって　はじめに」、
コピー…鈴木和子（よりこ）「社会にむかって　手紙」

11 2 1 273 （書写原稿）人間の記録双書　熊谷鉄太郎『薄明の記憶』、400字詰43枚 273

11 2 2 ① 274 （書簡の書写…大学ノート）熊谷鉄太郎書簡内田武志・ハチ宛 274 ４月４日、４月21日、４月28日武志宛、５月７日ハチ宛、５月16日ハチ宛、６月14日武志宛、６月22日ハチ宛、７月16日、
11月８日

11 2 2 ② 275 （▲書簡の書写…用紙）熊谷鉄太郎宛内田ハチ書簡の点訳のための原稿 275 上記４月４日付書簡の返信文面。「冨樫澄子」アメリカ留学推薦のお礼。

11 2 2 ③ 276 （▲書簡の書写…薄紙）熊谷鉄太郎宛内田武志書簡の点訳のための原稿（武志筆） 276 上記４月４日付書簡の返信文面。「『みちびき』第８・９合併号の点訳本二冊のうちの前巻を送った」

11 2 3 277 （書写原稿）加藤ヨウ、熊谷鉄太郎『薄明の記憶』の感想 277 「熊谷鉄太郎の苦闘の人生に感動したが、苦闘がなくとも、すべての盲人や障害者がもっと自由に生きることができよう、私た
ち自身にある劣等感や差別感をなくさなくてはいけない」。書写原稿は内田武志。

11 2 4 ① 278 （書簡、封筒なし）伊藤礼子書簡、昭和35年１月４日付 278 武志の「日本人の身障者観」を読んでの感想

11 2 4 ② 279 （封筒のみ）表に「日本人の障害者観、内田武志、伊藤礼子さんに（昭和34年８月）」とある。 279 Ａ４茶封筒のみだが資料扱いとする。

11 2 5 280 （書簡）宮本常一書簡、昭和32年５月29日付 280 封筒に「トラナイ」のメモ書きがある。渋沢敬三、子息雅英の動向。「神戸盲学校生徒の粘土細工の展覧会を見て、教育の可能
性を感じた」。

11 3 1 ① 281 （書簡）福岡多恵（平凡社）書簡内田ハチ宛、昭和56年12月18日付 281 人間の記録双書の出版経緯、鈴木均の近況について。

11 3 1 ② 282 （書簡）福岡多恵ハガキ・内田ハチ宛、昭和57年１月６日付 282 鈴木均の住所について。

11 3 2 ① 283 （書簡）鈴木均（平凡社）書簡、昭和32年10月21日付 283 封筒に「トラナイ」のメモ書きがある。「内田武志が宮本常一に送った原稿が、人間の記録双書になる原稿の一部かどうかわか
らないため、回送してもらえるよう手配したい」。内田武志及びハチの略歴等の問合せ。

11 3 2 ② 284 （書簡）鈴木均ハガキ・武志とハチ宛、昭和32年11月１日付 284 表に「×」のメモ書きがある。「略歴と原稿を受け取った。これから拝読する」

11 3 2 ③ 285 （書簡）鈴木均ハガキ・武志とハチ宛、昭和33年１月21日付 285 表に「×」のメモ書きがある。「人間の記録双書のプロットができたらお知らせ願いたい」

11 3 2 ④ 286 （メモ書き５枚）鈴木均関連（鈴木均は平凡社で「人間の記録双書」担当者） 286
内田ハチによる後年のメモ書き。鈴木均が『春のだいち』を読んで感動して、宮本常一の紹介で内田を訪ねた。しかし、鈴木の
退社で「人間の記録双書」の執筆は立ち消えになった。東洋文庫推薦は、大藤時彦【ただし、F12-4-1-①からは、宮本常一推
薦の確認的な意味合いが強い】

76（21）（20）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

10 1 2 ② 256 （書簡、書写原稿）鈴木均書簡、昭和32年９月12日付 256
「書簡手記（Ｓ氏）は全編掲載はできない。身体障害者の手記の中から普遍的な部分を抜粋するのはどうか。内田武志からの提
案（内田武志の歴史を中心にして、社会的弱者との出会いなどをまとめる）を受け入れるが、到達点として身体障害者とのふれ
あい、そこに至る精神の遍歴を書いていただきたい。原稿400字詰350枚」

10 1 2 ③ 257 （書簡、書写原稿）鈴木均書簡、昭和32年12月９日付 257 「別便で「春のだいち　その後」を返送する。内田さんの人間記録、あらかじめのテーマが決まったらお知らせいただきたい。
そこで検討したい」

10 2 1 258 （ノート）内田武病状記（昭和32年１月～３月、大学ノート） 258 記載は昭和32年１月～２月上旬、危篤状態だった時の病状記。日ごとの病状、施薬、食事などを書く。お見舞い及び見舞金。（『み
ちびき』第11号「ごあいさつ」「編集室だより」に、前年から武志の胃腸の具合が悪く重体に陥っていたとある。）

10 2 2 ① 259 （新聞切抜）平凡社人間の記録双書紹介記事など、「日本読書新聞」３種 259
望月優子著『生きて愛して演技して』（人間の記録双書）（昭和32年８月26日）、和田梅子著『靴みがき』（人間の記録双書）・
竹内てるよ著『母─この最後なるもの』（実業之日本社）（掲載年月日不明）、「女の生活女の思想─人間の記録双書座談会」（掲
載年月日不明）

10 2 2 ② 260 （雑誌切抜）望月優子『生きて愛して演技して』（平凡社人間の記録双書）の紹介記事（週刊新潮） 260 望月優子は映画女優、のち社会党参議院議員。

10 3 1 261 （雑誌、一部コピー）『みちびき』第11号─盲教育特集─（昭和32年５月） 261 内田ハチ「盲教育に捧ぐ」「ひろい道」「私どもの研究」「編集室だより」、内田武志「閉された窓」…点字を知ろうとしない教師。

10 4 1 ① 262 （書簡、書写原稿）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和33年１月21日付 262
「『みちびき』に対する所感、『みちびき』第11号について。世の識者の間に静かな反省を呼び起こし、上すべりなく進んでいる。
東京であったならお祭り騒ぎの上すべりの議論になり、こうはならなかったであろう。『みちびき』の中には苦悩に満ちたもの
もあるが、とにかく前進しているように感じる」

10 4 1 ② 263 （書簡）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和33年２月25日付 263 ハチ上京の問合せへの返事。「「みちびき」の活動で多くの人の関心を呼び起こすことは大事だが、経済的背景も必要。そう思っ
て人間の記録双書を紹介したが、ジャーナリズムに押しつぶされそうになっているのではないかと心配している」

10 4 2 ① 264 （書簡、書写原稿）鈴木均ハガキ内田ハチ宛、昭和33年２月28日付 264 ハチ上京における面会希望への返事。「身体障害者に対する社会的関心が高まってきており、武志の半生は障害者の励ましになる」

10 4 2 ② 265 （書簡、書写原稿）鈴木均書簡内田ハチ宛、昭和33年３月19日付 265
「「人間双書」のどれもが卑屈ではない自由な魂によって書かれており、人びとに力を与えて感動を起こさせている。悪い環境を
少しずつ改変し、あるいは脱出した後で、初めて自由に語り、客観的描写ができる。ハチが言う「私と兄は少しも卑屈ではなかっ
た」とすることこそ、重要なポイントである」

10 4 2 ③ 266 （書簡、書写原稿）平凡社人間の記録双書編集部ハガキ、昭和33年２月28日付 266 「原稿の第二部を拝受した。病気療養中の鈴木均に代わり連絡する」

10 4 3 267 （メモ書き）ハチのメモ書き７枚両面（ハチが上京して平凡社鈴木均と電話で話した際のメモ。手帳切抜） 267

10 4 4 268 （原稿）人間の記録双書用プロット原稿（サンケー原稿用紙１枚、平凡社原稿用紙１枚、罫紙３枚＋未来社原
稿用紙３枚） 268

プロット３種。罫紙１枚目に「盲人教育への関心が、民俗研究からどうつながっているのか。対象が異なるのみで、方法は同じ
である」。罫紙３枚目に「１．幼年、２．民俗学への開眼業績─①鹿角方言集②静岡県方言集③静岡県方言誌④日本星座方言資
料⑤松前と菅江真澄⑥菅江真澄未刊文献集⑦春のだいち、３．現在」とある。

10 4 5 269 （コピー）人間の記録双書一覧表（平凡社六十年史・年表より） 269 人間の記録双書28冊、昭和31年９月～ 35年７月まで刊行。

10 5 1 270 （雑誌、一部コピー）『みちびき』第12・13合併号（昭和33年１月） 270
内田ハチ「日本の悪路」「教育研究所が欲しい」「身障者をかこむ人びと」「より子さんのために（うちに迎えて）」「わたくしど
もの在り方」「"みちびき"の浸透」「カナタイプをひろめよう」「編集室たより（Ｈ）」、内田武志「より子さんのために」「あたり
まえのこと」

10 5 2 271 （雑誌）『みちびき』第14号（昭和33年９月） 271 内田ハチ「盲女子のことども」「盲学校理科のこと」、内田武志「"春のだいち"その後」「編集室たより（Ｕ）」。「"春のだいちそ
の後"をとりかこんで」に、盲人教育の問題点の指摘、須藤春代が内田兄妹から離れざるを得なかった理由などがある。

11 1 1 272 （雑誌、一部コピー）『みちびき』第15号（昭和34年５月） 272 内田ハチ「盲女子のことどもその二　この編をまとめて」「社会に向かって　おわりに」、内田武志「社会に向かって　はじめに」、
コピー…鈴木和子（よりこ）「社会にむかって　手紙」

11 2 1 273 （書写原稿）人間の記録双書　熊谷鉄太郎『薄明の記憶』、400字詰43枚 273

11 2 2 ① 274 （書簡の書写…大学ノート）熊谷鉄太郎書簡内田武志・ハチ宛 274 ４月４日、４月21日、４月28日武志宛、５月７日ハチ宛、５月16日ハチ宛、６月14日武志宛、６月22日ハチ宛、７月16日、
11月８日

11 2 2 ② 275 （▲書簡の書写…用紙）熊谷鉄太郎宛内田ハチ書簡の点訳のための原稿 275 上記４月４日付書簡の返信文面。「冨樫澄子」アメリカ留学推薦のお礼。

11 2 2 ③ 276 （▲書簡の書写…薄紙）熊谷鉄太郎宛内田武志書簡の点訳のための原稿（武志筆） 276 上記４月４日付書簡の返信文面。「『みちびき』第８・９合併号の点訳本二冊のうちの前巻を送った」

11 2 3 277 （書写原稿）加藤ヨウ、熊谷鉄太郎『薄明の記憶』の感想 277 「熊谷鉄太郎の苦闘の人生に感動したが、苦闘がなくとも、すべての盲人や障害者がもっと自由に生きることができよう、私た
ち自身にある劣等感や差別感をなくさなくてはいけない」。書写原稿は内田武志。

11 2 4 ① 278 （書簡、封筒なし）伊藤礼子書簡、昭和35年１月４日付 278 武志の「日本人の身障者観」を読んでの感想

11 2 4 ② 279 （封筒のみ）表に「日本人の障害者観、内田武志、伊藤礼子さんに（昭和34年８月）」とある。 279 Ａ４茶封筒のみだが資料扱いとする。

11 2 5 280 （書簡）宮本常一書簡、昭和32年５月29日付 280 封筒に「トラナイ」のメモ書きがある。渋沢敬三、子息雅英の動向。「神戸盲学校生徒の粘土細工の展覧会を見て、教育の可能
性を感じた」。

11 3 1 ① 281 （書簡）福岡多恵（平凡社）書簡内田ハチ宛、昭和56年12月18日付 281 人間の記録双書の出版経緯、鈴木均の近況について。

11 3 1 ② 282 （書簡）福岡多恵ハガキ・内田ハチ宛、昭和57年１月６日付 282 鈴木均の住所について。

11 3 2 ① 283 （書簡）鈴木均（平凡社）書簡、昭和32年10月21日付 283 封筒に「トラナイ」のメモ書きがある。「内田武志が宮本常一に送った原稿が、人間の記録双書になる原稿の一部かどうかわか
らないため、回送してもらえるよう手配したい」。内田武志及びハチの略歴等の問合せ。

11 3 2 ② 284 （書簡）鈴木均ハガキ・武志とハチ宛、昭和32年11月１日付 284 表に「×」のメモ書きがある。「略歴と原稿を受け取った。これから拝読する」

11 3 2 ③ 285 （書簡）鈴木均ハガキ・武志とハチ宛、昭和33年１月21日付 285 表に「×」のメモ書きがある。「人間の記録双書のプロットができたらお知らせ願いたい」

11 3 2 ④ 286 （メモ書き５枚）鈴木均関連（鈴木均は平凡社で「人間の記録双書」担当者） 286
内田ハチによる後年のメモ書き。鈴木均が『春のだいち』を読んで感動して、宮本常一の紹介で内田を訪ねた。しかし、鈴木の
退社で「人間の記録双書」の執筆は立ち消えになった。東洋文庫推薦は、大藤時彦【ただし、F12-4-1-①からは、宮本常一推
薦の確認的な意味合いが強い】

77（20）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

8 4 3 224 （冊子）須藤春代詩集『めぐみ』（Ａ５判２段組、活字本）２冊（書き入れ本１冊あり） 224 表紙に「秋田県立盲学校中学部二年　須藤春代」とある。須藤春代「盲児を持つお母さんに」、内田武志「あとがき　昭和28年
３月30日」

8 4 4 225 （書写原稿）渋沢敬三、北海道から秋田への経路（昭和28年、『犬歩当棒録』より）、昭和28年８月20日～
31日の行程 225

9 1 1 226 （パンフレット、書写原稿）菅江真澄未刊文献集第１集の出版案内、「柳田国男先生の言葉」は【F9-1-3-①と②、
及びF18-1-1-④と⑤を使用】 226 日本常民文化研究第65、岡書院。B5判二つ折り。「柳田国男先生の言葉」「私たちの言葉　秋田銀行頭取、秋田県教育長、奈良

環之助」がある。「御申込みは　南秋田郡金足村　奈良環之助」とある。秋田県内向けの出版案内であろう。

9 1 2 ① 227 （書写原稿）内田武志「あとがき」（『菅江真澄未刊文献集二』） 227

9 1 2 ② 228 （書簡）桜田勝徳（常民文化研究所）ハガキ、昭和30年１月27日付 228 「未刊文献集10冊分の代金を受け取った」

9 1 3 ① 229 （書簡なし、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月16日付【F18-1-1-④に実物有】【冒頭部分
をF9-1-1に使用】 229 「未刊文献集の出版は喜ばしい。これまでの苦労が実を結んだことになる。秋田県内にも学問に利用する人が多くなることを願っ

ている。預かっていた写真・複写集が４冊あるが、民俗学研究所に預けてもらえないか」

9 1 3 ② 230 （書簡なし、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月20日付（速達）【F18-1-1-⑤に実物有】【F9-1-1
の主要部分…柳田による】 230 上記書簡の返信で、「女子民俗学研究会の人たちで預かることにした」とする。【F9-1-1】に掲載するための短文を柳田国男自

身が寄せている。

9 1 3 ③ 231 （書簡なし、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和29年12月６日付【F18-1-1-⑦に実物有】 231 未刊文献集二の贈本に対する礼状。「千歳」の消印。

9 2 1 232 （雑誌切抜）広報あきた、昭和29年11月15日発行・秋田市文化章受章記事「超人的兄妹の努力」（記事の
一部見えず） 232

9 2 2 233 （書簡、書写原稿）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和29年６月12日付 233
『春のだいち』出版について。「岩崎出版の岩崎氏が秋田に行ったときの話を聞いた。岩崎氏、渋沢敬三と３人で話し合った。全
部の詩は掲載できないので、選択を川端康成に頼むことになるだろう（書写原稿に巽聖歌に変更と但し書きあり）。大事なのは
須藤春代の詩そのものよりも、盲教育への喚起となることだから、武志かハチが巻頭言を書いた方がよい。東北犬歩当棒録に掲
載する写真２枚を借りたい」。（巽聖歌による選であることは、内田武志「春代さんのあゆみ」の最後に書かれている。）

9 3 1 234 （書写原稿）『みちびき』第１号～第16号の発行年月日のメモ書き 234 第３号までは発行所・秋田楢山教会盲人伝道会。第４・５号合併号（昭和29年11月１日）から、発行所・内田ハチ方みちびきの会。
第１号は昭和28年12月１日、第16号は昭和35年２月。

9 3 2 ① 235 （雑誌）『みちびき』第２号（昭和29年２月１日） 235 表紙裏に「盲人伝道会会員名簿」。須藤春代…「神の存在を問われて」「詩６編」、渋沢敬三…「仰臥四十年の所産」（抄）、内田
ハチ…「編集室だより」、加藤ヨウ…「通信」

9 3 2 ② 236 （雑誌）『みちびき』第３号─盲人伝道会修養会特集号─（昭和29年５月10日） 236 表紙裏に「盲人伝道会会員名簿」。須藤春代…「第二回盲人伝導会修養会報告」「修養会を終えて」「詩６編」、内田ハチ…「盲伝
修養会によせて（座談会司会）」「編集室だより」

9 3 2 ③ 237 （雑誌）『みちびき』第４・５号（昭和29年11月１日） 237 表紙裏に「みちびきの会規約」。須藤春代…「詩８編」、内田ハチ…「みちびきの会のねがい」「母よ嘆くなかれ」「三浦聖子さん
の修学」「編集室だより」、内田武志…「ある日の手紙」（Ｍ兄＝宮本常一）

9 3 2 ④ 238 （チラシ）春のだいち申込み案内（『みちびき』第４・５号に挟み込まれていた） 238

9 3 3 239 （チラシ）「みちびきの会」規約（事務所：内田ハチ方）、秋田楢山教会盲人伝道会規約、加入申込書（内田ハ
チ、副会長、「みちびきの会」委員長）、謄写版 239

9 3 4 ① 240 （冊子）秋田楢山教会盲人伝道会通信№１（昭和29年７月25日）、会員及び後援会会員名簿 240

9 3 4 ② 241 （冊子）みちびきの会通信№２（昭和29年12月25日） 241 『みちびき』の感想を掲載（13名）、「編集室から」内田ハチ、29年度会計報告。『みちびき』の発行所が内田ハチ方みちびきの
会に変更されている。第４・５合併号（昭和29年11月１日）から。

9 3 4 ③ 242 （冊子）みちびきの会通信№３（昭和30年７月10日）、みちびきの会秋田部会開催通知 242 『みちびき』第６号─「春のだいち」特集号─（昭和30年６月）の後での発行。ジャン・クリストフ点字訳の経過を詳しく説明。
『春のだいち』発刊の事情、その反響等を掲載。

9 4 1 ① 243 （コピー）渋沢敬三『東北犬歩当棒録』「菅江真澄」など 243

9 4 1 ② 244 （用紙）上記本贈呈票 244

9 4 1 ③ 245 （コピー）渋沢敬三「春代さんの心眼をひらいた内田君」（『春のだいち』寄稿文） 245

9 4 2 246 （書写原稿）柏井光蔵「ロマン･ローランのコップ～「ジャン･クリストフ」の点訳完成をめぐって」15枚【み
ちびき第８・９号掲載】 246 柏井光蔵（かしわい・こうぞう）は日本盲人基督教伝道協議会委員長。新教出版社の「福音と世界」昭和30年10号からの転載。

内田兄妹とは、静岡時代に知り合っていた。ジャンクリストフ点訳のことなどを端的に紹介している。

9 4 3 ① 247 （雑誌）『みちびき』第６号─「春のだいち」特集号─（昭和30年６月、この号のみＡ５判） 247
内田ハチ…「はじめのことば」、須藤春代…「詩６編」、〈春のだいちによせて〉…磯貝勇・宮本常一など、〈感想・通信〉…武藤
鉄城・伊藤礼子など、〈寄贈者からの便り〉…円地文子・伊藤整・坪田譲治・新藤兼人など、〈書評から〉…サンデー毎日・日本
読書新聞・新女苑

9 4 3 ② 248 （雑誌）『みちびき』第７号（昭和30年10月） 248 内田ハチ…「はじめのことば」「第五回全国盲信徒修養会に参加して」「編集室だより」、内田武志…「心をつなぐもの」

9 4 3 ③ 249 （コピー）内田武志「心をつなぐもの」（『みちびき』第７号） 249 「家族も点字を覚えることが必要だ」

9 5 1 ① 250 （雑誌）『みちびき』第８・９号合併号（昭和31年２月） 250 内田ハチ…「はじめのことば」「触覚でみる世界」「編集室だより」、熊谷鉄太郎…「盲人の友へ」、柏井光蔵…「ロマン・ローラ
ンのコップ」、須藤文四郎（須藤春代の実兄）…「心をつなぐ」

9 5 1 ② 251 （雑誌）『みちびき』第10号（昭和31年10月） 251 内田ハチ…「海をへだてて」「編集後記」、熊谷鉄太郎…「クリスチャン・ヒューマニズムを提唱する」

10 1 1 ① 252 （書簡、一部書写原稿）宮本常一書簡、昭和32年７月23日付 252 平凡社「人間の記録双書」担当の鈴木均の紹介。「『みちびき』に集まる人たちの話をしたところ興味を持った。８月上旬に秋田
に行きたいとのこと」。宮本常一の連絡先は日本常民文化研究所。内田武志の住所：秋田市保戸野川反11

10 1 1 ② 253 （書簡、書写原稿）宮本常一ハガキ、昭和32年８月８日付　【F19-2-1-②にも書写原稿あり】 253 「著書である『日本の子供達』を送った。著作中、貴兄のことについて触れた。特殊児童についてもっと触れたかった」

10 1 1 ③ 254 （メモ書き）鈴木均（平凡社人間の記録双書担当）、秋田来訪時（昭和32年８月上旬）の回想 254
昭和56年２月14日電話での回想。「須藤春代の『春のだいち』に感動していたが、内田兄妹の生きざまにも心動いた。点字が
盲人の自己表現手段として用いられた成果として『春のだいち』があり、内田兄妹が盲人を社会人として生きる心にまで生成さ
せようと努力していることを知った」

10 1 2 ① 255 （書簡、一部書写原稿）宮本常一書簡、昭和32年９月16日付 255 人間の記録双書に内田武志を取り上げる意義を述べ、是非協力してほしいとしている。封筒表書き（ハチによる）には、「鈴木氏」
「みちびき」の書き込みの下に、「全文掲載のこと」とある。これは、書写をしている部分に限ることを意味する。

78（19）（18）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

8 4 3 224 （冊子）須藤春代詩集『めぐみ』（Ａ５判２段組、活字本）２冊（書き入れ本１冊あり） 224 表紙に「秋田県立盲学校中学部二年　須藤春代」とある。須藤春代「盲児を持つお母さんに」、内田武志「あとがき　昭和28年
３月30日」

8 4 4 225 （書写原稿）渋沢敬三、北海道から秋田への経路（昭和28年、『犬歩当棒録』より）、昭和28年８月20日～
31日の行程 225

9 1 1 226 （パンフレット、書写原稿）菅江真澄未刊文献集第１集の出版案内、「柳田国男先生の言葉」は【F9-1-3-①と②、
及びF18-1-1-④と⑤を使用】 226 日本常民文化研究第65、岡書院。B5判二つ折り。「柳田国男先生の言葉」「私たちの言葉　秋田銀行頭取、秋田県教育長、奈良

環之助」がある。「御申込みは　南秋田郡金足村　奈良環之助」とある。秋田県内向けの出版案内であろう。

9 1 2 ① 227 （書写原稿）内田武志「あとがき」（『菅江真澄未刊文献集二』） 227

9 1 2 ② 228 （書簡）桜田勝徳（常民文化研究所）ハガキ、昭和30年１月27日付 228 「未刊文献集10冊分の代金を受け取った」

9 1 3 ① 229 （書簡なし、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月16日付【F18-1-1-④に実物有】【冒頭部分
をF9-1-1に使用】 229 「未刊文献集の出版は喜ばしい。これまでの苦労が実を結んだことになる。秋田県内にも学問に利用する人が多くなることを願っ

ている。預かっていた写真・複写集が４冊あるが、民俗学研究所に預けてもらえないか」

9 1 3 ② 230 （書簡なし、書写原稿）柳田国男書簡内田ハチ宛、昭和29年２月20日付（速達）【F18-1-1-⑤に実物有】【F9-1-1
の主要部分…柳田による】 230 上記書簡の返信で、「女子民俗学研究会の人たちで預かることにした」とする。【F9-1-1】に掲載するための短文を柳田国男自

身が寄せている。

9 1 3 ③ 231 （書簡なし、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和29年12月６日付【F18-1-1-⑦に実物有】 231 未刊文献集二の贈本に対する礼状。「千歳」の消印。

9 2 1 232 （雑誌切抜）広報あきた、昭和29年11月15日発行・秋田市文化章受章記事「超人的兄妹の努力」（記事の
一部見えず） 232

9 2 2 233 （書簡、書写原稿）宮本常一書簡内田ハチ宛、昭和29年６月12日付 233
『春のだいち』出版について。「岩崎出版の岩崎氏が秋田に行ったときの話を聞いた。岩崎氏、渋沢敬三と３人で話し合った。全
部の詩は掲載できないので、選択を川端康成に頼むことになるだろう（書写原稿に巽聖歌に変更と但し書きあり）。大事なのは
須藤春代の詩そのものよりも、盲教育への喚起となることだから、武志かハチが巻頭言を書いた方がよい。東北犬歩当棒録に掲
載する写真２枚を借りたい」。（巽聖歌による選であることは、内田武志「春代さんのあゆみ」の最後に書かれている。）

9 3 1 234 （書写原稿）『みちびき』第１号～第16号の発行年月日のメモ書き 234 第３号までは発行所・秋田楢山教会盲人伝道会。第４・５号合併号（昭和29年11月１日）から、発行所・内田ハチ方みちびきの会。
第１号は昭和28年12月１日、第16号は昭和35年２月。

9 3 2 ① 235 （雑誌）『みちびき』第２号（昭和29年２月１日） 235 表紙裏に「盲人伝道会会員名簿」。須藤春代…「神の存在を問われて」「詩６編」、渋沢敬三…「仰臥四十年の所産」（抄）、内田
ハチ…「編集室だより」、加藤ヨウ…「通信」

9 3 2 ② 236 （雑誌）『みちびき』第３号─盲人伝道会修養会特集号─（昭和29年５月10日） 236 表紙裏に「盲人伝道会会員名簿」。須藤春代…「第二回盲人伝導会修養会報告」「修養会を終えて」「詩６編」、内田ハチ…「盲伝
修養会によせて（座談会司会）」「編集室だより」

9 3 2 ③ 237 （雑誌）『みちびき』第４・５号（昭和29年11月１日） 237 表紙裏に「みちびきの会規約」。須藤春代…「詩８編」、内田ハチ…「みちびきの会のねがい」「母よ嘆くなかれ」「三浦聖子さん
の修学」「編集室だより」、内田武志…「ある日の手紙」（Ｍ兄＝宮本常一）

9 3 2 ④ 238 （チラシ）春のだいち申込み案内（『みちびき』第４・５号に挟み込まれていた） 238

9 3 3 239 （チラシ）「みちびきの会」規約（事務所：内田ハチ方）、秋田楢山教会盲人伝道会規約、加入申込書（内田ハ
チ、副会長、「みちびきの会」委員長）、謄写版 239

9 3 4 ① 240 （冊子）秋田楢山教会盲人伝道会通信№１（昭和29年７月25日）、会員及び後援会会員名簿 240

9 3 4 ② 241 （冊子）みちびきの会通信№２（昭和29年12月25日） 241 『みちびき』の感想を掲載（13名）、「編集室から」内田ハチ、29年度会計報告。『みちびき』の発行所が内田ハチ方みちびきの
会に変更されている。第４・５合併号（昭和29年11月１日）から。

9 3 4 ③ 242 （冊子）みちびきの会通信№３（昭和30年７月10日）、みちびきの会秋田部会開催通知 242 『みちびき』第６号─「春のだいち」特集号─（昭和30年６月）の後での発行。ジャン・クリストフ点字訳の経過を詳しく説明。
『春のだいち』発刊の事情、その反響等を掲載。

9 4 1 ① 243 （コピー）渋沢敬三『東北犬歩当棒録』「菅江真澄」など 243

9 4 1 ② 244 （用紙）上記本贈呈票 244

9 4 1 ③ 245 （コピー）渋沢敬三「春代さんの心眼をひらいた内田君」（『春のだいち』寄稿文） 245

9 4 2 246 （書写原稿）柏井光蔵「ロマン･ローランのコップ～「ジャン･クリストフ」の点訳完成をめぐって」15枚【み
ちびき第８・９号掲載】 246 柏井光蔵（かしわい・こうぞう）は日本盲人基督教伝道協議会委員長。新教出版社の「福音と世界」昭和30年10号からの転載。

内田兄妹とは、静岡時代に知り合っていた。ジャンクリストフ点訳のことなどを端的に紹介している。

9 4 3 ① 247 （雑誌）『みちびき』第６号─「春のだいち」特集号─（昭和30年６月、この号のみＡ５判） 247
内田ハチ…「はじめのことば」、須藤春代…「詩６編」、〈春のだいちによせて〉…磯貝勇・宮本常一など、〈感想・通信〉…武藤
鉄城・伊藤礼子など、〈寄贈者からの便り〉…円地文子・伊藤整・坪田譲治・新藤兼人など、〈書評から〉…サンデー毎日・日本
読書新聞・新女苑

9 4 3 ② 248 （雑誌）『みちびき』第７号（昭和30年10月） 248 内田ハチ…「はじめのことば」「第五回全国盲信徒修養会に参加して」「編集室だより」、内田武志…「心をつなぐもの」

9 4 3 ③ 249 （コピー）内田武志「心をつなぐもの」（『みちびき』第７号） 249 「家族も点字を覚えることが必要だ」

9 5 1 ① 250 （雑誌）『みちびき』第８・９号合併号（昭和31年２月） 250 内田ハチ…「はじめのことば」「触覚でみる世界」「編集室だより」、熊谷鉄太郎…「盲人の友へ」、柏井光蔵…「ロマン・ローラ
ンのコップ」、須藤文四郎（須藤春代の実兄）…「心をつなぐ」

9 5 1 ② 251 （雑誌）『みちびき』第10号（昭和31年10月） 251 内田ハチ…「海をへだてて」「編集後記」、熊谷鉄太郎…「クリスチャン・ヒューマニズムを提唱する」

10 1 1 ① 252 （書簡、一部書写原稿）宮本常一書簡、昭和32年７月23日付 252 平凡社「人間の記録双書」担当の鈴木均の紹介。「『みちびき』に集まる人たちの話をしたところ興味を持った。８月上旬に秋田
に行きたいとのこと」。宮本常一の連絡先は日本常民文化研究所。内田武志の住所：秋田市保戸野川反11

10 1 1 ② 253 （書簡、書写原稿）宮本常一ハガキ、昭和32年８月８日付　【F19-2-1-②にも書写原稿あり】 253 「著書である『日本の子供達』を送った。著作中、貴兄のことについて触れた。特殊児童についてもっと触れたかった」

10 1 1 ③ 254 （メモ書き）鈴木均（平凡社人間の記録双書担当）、秋田来訪時（昭和32年８月上旬）の回想 254
昭和56年２月14日電話での回想。「須藤春代の『春のだいち』に感動していたが、内田兄妹の生きざまにも心動いた。点字が
盲人の自己表現手段として用いられた成果として『春のだいち』があり、内田兄妹が盲人を社会人として生きる心にまで生成さ
せようと努力していることを知った」

10 1 2 ① 255 （書簡、一部書写原稿）宮本常一書簡、昭和32年９月16日付 255 人間の記録双書に内田武志を取り上げる意義を述べ、是非協力してほしいとしている。封筒表書き（ハチによる）には、「鈴木氏」
「みちびき」の書き込みの下に、「全文掲載のこと」とある。これは、書写をしている部分に限ることを意味する。

79（18）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

7 1 4 ② 192 （書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和21年１月７日付　【F1-3-2-③に実物】 192 「内田君はどうしたろうと気にしていた。焼け残ったために世の中に役立つことをしたい。もう外部との文通は怠ることにした」。
宛先住所：鹿角郡毛馬内町高橋正三氏方「内田武志君」

7 1 4 ③ 193 （チラシ）菅江真澄研究会の趣旨（謄写版、B ４判表裏印刷） 193

7 1 5 ① 194 （コピー）新聞記事「真澄の足跡訪ねて渋沢さん秋田市へ」、秋田魁新報昭和21年８月22日 194 「20日午後２時、青森の文化講座への途中に立ち寄る。竹皮草履にリュックサックのいでたち。21日、奈良環之助や豊沢武ら
秋田の民俗学愛好者20数人が秋田銀行講堂で話を聞いた。内田武志宅（秋田市亀ノ町東土手町）を訪ねた。24日まで滞在の予定」

7 1 5 ② 195 （書簡なし、書写原稿）渋沢敬三書簡、昭和21年９月３日付 195 「青森にも資料があるようだから、ハチが青森に行く機会があったら青森県立図書館の吉岡館長に問い合わせるとよい」

7 1 5 ③ 196 （書写原稿）吉田三郎「渋沢敬三先生と私」（『渋沢敬三』上、310頁） 196 昭和21年８月22日に吉田三郎を訪ねた。昭和９年９月７日に吉田宅を渋沢敬三らが訪ねたことにも触れる。

7 1 5 ④ 197 （書写原稿）宮本常一「渋沢先生のパージ・ニコボツ時代」（『渋沢敬三』下、299頁） 197 昭和21年８月22日、23日の行程が詳しく書かれている。ニコボツ＝ニコニコ没落。渋沢敬三は、昭和21年４月にレッドパー
ジを受けた。「鶴岡駅で先生を迎えた。…私は大曲で先生に別れ、そこから南への旅をつづけた」

7 1 5 ⑤ 198 （書写原稿）「第三部　旅譜と片影」昭和21年８月（『犬歩当棒録』、昭和36年） 198 渋沢敬三による昭和21年８月18日～ 30日の行程。泊まりは、新潟、松ヶ岡、秋田、天王、秋田、角館、秋田、浅虫…。

7 1 5 ⑥ 199 （書写原稿）「第三部　旅譜と片影」昭和21年10月（『犬歩当棒録』466頁、昭和36年） 199 渋沢敬三による昭和21年10月５日～ 16日、近畿・岡山・広島の行程。西宮に内田ハチが訪ねて行った。

7 2 1 200 （新聞切抜）内田武志「ひなのてぶり（一）」角館新報・昭和22年１月１日、「（二）」同年１月10日 200
「《ひなの一ふし》には「菅江真澄は、父貞房主の学の友たり…」とする貞臣の識語があり、『伊頭園茶話』の真澄遊覧記の目録にも「ひ
なの一ふし　高階にあり」とあるから石井忠行も披見したものであろう。真崎勇助による明治31年の著書目録では欠本となっ
ている。胡桃沢勘内が発見し、柳田国男校注で出版された」

7 2 2 201 （用紙）寄贈者名簿、祭魚洞文庫用紙４枚 201 鉛筆書きとペン書きがあり、重複する。

7 2 3 202 （用紙）大館市立栗盛記念図書館から内田ハチ宛請求書及び領収書、大館本コピーに関して４通（封書３通）、
昭和54年と昭和55年 202

7 2 4 203 （冊子）『真崎文庫目録』昭和45年12月 203 昭和45年発行の目録は、昭和３年９月の「文献目録」を再整理したもの。書き込みあり。

7 3 1 204 （履歴書）内田ハチ履歴書（職歴）【※非公開】 204 薄紙１枚。昭和25年６月まで。

7 3 2 ① 205 （新聞切抜）内田武志「星座の瞑想」（秋田魁新報、昭和23年12月13日） 205 「星座というとギリシャ神話を想起するかもしれないが、日本にも星座を見る習俗があり、方言があった。大彗星の出現とともに、
東京に預けておいた原稿が出版されることになった」。「民俗学研究家」として紹介。

7 3 2 ② 206 （メモ書き）内田武志、星に関する感想（上記新聞記事の元原稿のようだがだいぶ異なる） 206

7 3 2 ③ 207 （新聞切抜）「今年の大空異変」（秋田魁新報、新聞号数から昭和25年正月か？） 207

7 3 3 208 （調査票）「星に関する方言の調査」の回答、静岡県小笠郡土方町落合・野々山きん 208 「北極星、北斗七星、金星、三つ星、昴星、流星、その他の星、俗信、俚謡、俚諺」について。数項目に鉛筆による書き込みあるも、
左端が切れている。

7 4 1 209 （コピー）内田武志「まえがき」（『松前と菅江真澄』、昭和23年、発行は昭和24年４月） 209

7 4 2 210 （雑誌切抜）内田武志「松前と菅江真澄」（『草園』、昭和24年２月号） 210 「この度『松前と菅江真澄』をまとめた動機は、未刊であった《かたゐ袋》、それに《えぞのてぶり続》などの新資料が発見され
たからであるが、地域ごとに真澄の行跡を整理してみようと思ったからである」

7 4 3 ① 211 （新聞切抜）「民俗学が結ぶ愛情　内田氏訪う渋沢元蔵相　星座方言集出版の日」（秋田魁新報、昭和24年11
月23日・写真付） 211 「秋田県立図書館で、今日11月23日午前10時から民俗学講演会が開かれる」

7 4 3 ② 212 （新聞切抜）渋沢敬三の秋田での動向（秋田魁新報夕刊「見たり聞いたり」、昭和24年11月25日） 212 200字ほどのコラム。「県立図書館での講演の後、下北手村の文化祭りに陳列されている長てぬぐいを村の女子に被らせてみて、
「美しい勤労の装いだ」と言った」

7 4 3 ③ 213 （書写原稿）渋沢敬三、北海道から秋田への経路（昭和24年、『犬歩当棒録』より）、昭和24年11月12日
～ 24日の行程 213 秋田県内では、秋田（泊）・大曲・角館（泊）（武藤鉄城、富木友治など）・大曲・秋田（泊）に行った。

7 4 3 ④ 214 （書写原稿…内田武志による）『東遊雑記』アイヌの項目 214 祭魚洞文庫用紙（朱枠）１枚。裏に、栗盛家に宛てた宮本常一を紹介する書簡草稿があるが、消去線が引かれている（昭和22
年であろう）。

7 4 3 ⑤ 215 （写真２枚）《えぞのてぶり続》図絵（封筒入り） 215 全集図絵番号〔172〕〔173〕に相当。

8 1 1 216 （新聞切抜）内田武志「餅食い星」（秋田魁新報、昭和25年１月１日） 216
「歌句に星座を詠ったものは少ないが、山口誓子の例がある。寒星は冬の星座を指すが、汎称である点が物足りない。瀬戸内海
のある島では、旧暦正月のころ、双子座を「餅食い星」「雑煮星」と呼ぶ。また「荒星」もある。大犬座であろう」。同じ切抜に、
奈良環之助「乳虎と穂庵」あり。

8 1 2 217 （掲載雑誌）『奥羽史談』第４号（昭和25年10月15日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（一）」収録 217
奥羽郷土史談会は盛岡市に事務局。会長金子定一。表紙裏に会則・役員名簿がある。昭和25年１月創刊。藤田謙述「南部紫根
染（上）」。藤原三代遺体調査報告会に於ける鈴木氏の講演の要約がある（首級は忠衡か泰衡か）。表紙を入れて16頁。内田武志
の文章は、（二）～（四）の出だしに当たる部分のみで短い。

8 2 1 ① 218 （掲載雑誌）『奥羽史談』第２巻１号（昭和26年２月10日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（二）」収録 218 雪の胆沢辺、かすむ駒形を天明７年としている。寛政年間までの南部領（下北を含む）の旅を著作ごとに紹介する。

8 2 1 ② 219 （掲載雑誌）『奥羽史談』第２巻２号（昭和26年５月10日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（三）」収録 219 錦木、十曲湖、上津野の花などを紹介する。

8 3 1 220 （掲載雑誌）『奥羽史談』第３巻１号（昭和26年４月20日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（四）」収録 220 筆のまにまに第五巻などの随筆から、「あまちこ・ゆきのやしろ・由伎の宮桜・あしな沢のぼさち・浪うち坂・ほそけやく」を
原文で紹介する。「筆のしがらみ」「陸奥国毛布郡一事」に触れて結語。

8 3 2 221 （掲載雑誌）秋田県立秋田図書館館報『ともしび』復刊第２号（昭和27年３月）、渋沢敬三「菅江真澄と内田
武志君」収録 221 「菅江真澄については、秋田叢書の刊行はあったが、未だ刊行されないものもある。新資料の発見や栗盛家での書写などがあり、

未刊資料の原稿がすでにできあがっている。一日も早く公刊されて内田武志の労苦が報われることを望んでいる」

8 4 1 222 （書写原稿）内田武志「あとがき」（『菅江真澄未刊文献集一』、昭和28年12月30日） 222

8 4 2 223 （雑誌）『みちびき』第１号（昭和28年12月）、内田ハチ「編集室だより」、須藤春代「みちびかれて」「詩章」
など 223 発行は、秋田楢山教会盲人伝道会。
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

7 1 4 ② 192 （書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和21年１月７日付　【F1-3-2-③に実物】 192 「内田君はどうしたろうと気にしていた。焼け残ったために世の中に役立つことをしたい。もう外部との文通は怠ることにした」。
宛先住所：鹿角郡毛馬内町高橋正三氏方「内田武志君」

7 1 4 ③ 193 （チラシ）菅江真澄研究会の趣旨（謄写版、B ４判表裏印刷） 193

7 1 5 ① 194 （コピー）新聞記事「真澄の足跡訪ねて渋沢さん秋田市へ」、秋田魁新報昭和21年８月22日 194 「20日午後２時、青森の文化講座への途中に立ち寄る。竹皮草履にリュックサックのいでたち。21日、奈良環之助や豊沢武ら
秋田の民俗学愛好者20数人が秋田銀行講堂で話を聞いた。内田武志宅（秋田市亀ノ町東土手町）を訪ねた。24日まで滞在の予定」

7 1 5 ② 195 （書簡なし、書写原稿）渋沢敬三書簡、昭和21年９月３日付 195 「青森にも資料があるようだから、ハチが青森に行く機会があったら青森県立図書館の吉岡館長に問い合わせるとよい」

7 1 5 ③ 196 （書写原稿）吉田三郎「渋沢敬三先生と私」（『渋沢敬三』上、310頁） 196 昭和21年８月22日に吉田三郎を訪ねた。昭和９年９月７日に吉田宅を渋沢敬三らが訪ねたことにも触れる。

7 1 5 ④ 197 （書写原稿）宮本常一「渋沢先生のパージ・ニコボツ時代」（『渋沢敬三』下、299頁） 197 昭和21年８月22日、23日の行程が詳しく書かれている。ニコボツ＝ニコニコ没落。渋沢敬三は、昭和21年４月にレッドパー
ジを受けた。「鶴岡駅で先生を迎えた。…私は大曲で先生に別れ、そこから南への旅をつづけた」

7 1 5 ⑤ 198 （書写原稿）「第三部　旅譜と片影」昭和21年８月（『犬歩当棒録』、昭和36年） 198 渋沢敬三による昭和21年８月18日～ 30日の行程。泊まりは、新潟、松ヶ岡、秋田、天王、秋田、角館、秋田、浅虫…。

7 1 5 ⑥ 199 （書写原稿）「第三部　旅譜と片影」昭和21年10月（『犬歩当棒録』466頁、昭和36年） 199 渋沢敬三による昭和21年10月５日～ 16日、近畿・岡山・広島の行程。西宮に内田ハチが訪ねて行った。

7 2 1 200 （新聞切抜）内田武志「ひなのてぶり（一）」角館新報・昭和22年１月１日、「（二）」同年１月10日 200
「《ひなの一ふし》には「菅江真澄は、父貞房主の学の友たり…」とする貞臣の識語があり、『伊頭園茶話』の真澄遊覧記の目録にも「ひ
なの一ふし　高階にあり」とあるから石井忠行も披見したものであろう。真崎勇助による明治31年の著書目録では欠本となっ
ている。胡桃沢勘内が発見し、柳田国男校注で出版された」

7 2 2 201 （用紙）寄贈者名簿、祭魚洞文庫用紙４枚 201 鉛筆書きとペン書きがあり、重複する。

7 2 3 202 （用紙）大館市立栗盛記念図書館から内田ハチ宛請求書及び領収書、大館本コピーに関して４通（封書３通）、
昭和54年と昭和55年 202

7 2 4 203 （冊子）『真崎文庫目録』昭和45年12月 203 昭和45年発行の目録は、昭和３年９月の「文献目録」を再整理したもの。書き込みあり。

7 3 1 204 （履歴書）内田ハチ履歴書（職歴）【※非公開】 204 薄紙１枚。昭和25年６月まで。

7 3 2 ① 205 （新聞切抜）内田武志「星座の瞑想」（秋田魁新報、昭和23年12月13日） 205 「星座というとギリシャ神話を想起するかもしれないが、日本にも星座を見る習俗があり、方言があった。大彗星の出現とともに、
東京に預けておいた原稿が出版されることになった」。「民俗学研究家」として紹介。

7 3 2 ② 206 （メモ書き）内田武志、星に関する感想（上記新聞記事の元原稿のようだがだいぶ異なる） 206

7 3 2 ③ 207 （新聞切抜）「今年の大空異変」（秋田魁新報、新聞号数から昭和25年正月か？） 207

7 3 3 208 （調査票）「星に関する方言の調査」の回答、静岡県小笠郡土方町落合・野々山きん 208 「北極星、北斗七星、金星、三つ星、昴星、流星、その他の星、俗信、俚謡、俚諺」について。数項目に鉛筆による書き込みあるも、
左端が切れている。

7 4 1 209 （コピー）内田武志「まえがき」（『松前と菅江真澄』、昭和23年、発行は昭和24年４月） 209

7 4 2 210 （雑誌切抜）内田武志「松前と菅江真澄」（『草園』、昭和24年２月号） 210 「この度『松前と菅江真澄』をまとめた動機は、未刊であった《かたゐ袋》、それに《えぞのてぶり続》などの新資料が発見され
たからであるが、地域ごとに真澄の行跡を整理してみようと思ったからである」

7 4 3 ① 211 （新聞切抜）「民俗学が結ぶ愛情　内田氏訪う渋沢元蔵相　星座方言集出版の日」（秋田魁新報、昭和24年11
月23日・写真付） 211 「秋田県立図書館で、今日11月23日午前10時から民俗学講演会が開かれる」

7 4 3 ② 212 （新聞切抜）渋沢敬三の秋田での動向（秋田魁新報夕刊「見たり聞いたり」、昭和24年11月25日） 212 200字ほどのコラム。「県立図書館での講演の後、下北手村の文化祭りに陳列されている長てぬぐいを村の女子に被らせてみて、
「美しい勤労の装いだ」と言った」

7 4 3 ③ 213 （書写原稿）渋沢敬三、北海道から秋田への経路（昭和24年、『犬歩当棒録』より）、昭和24年11月12日
～ 24日の行程 213 秋田県内では、秋田（泊）・大曲・角館（泊）（武藤鉄城、富木友治など）・大曲・秋田（泊）に行った。

7 4 3 ④ 214 （書写原稿…内田武志による）『東遊雑記』アイヌの項目 214 祭魚洞文庫用紙（朱枠）１枚。裏に、栗盛家に宛てた宮本常一を紹介する書簡草稿があるが、消去線が引かれている（昭和22
年であろう）。

7 4 3 ⑤ 215 （写真２枚）《えぞのてぶり続》図絵（封筒入り） 215 全集図絵番号〔172〕〔173〕に相当。

8 1 1 216 （新聞切抜）内田武志「餅食い星」（秋田魁新報、昭和25年１月１日） 216
「歌句に星座を詠ったものは少ないが、山口誓子の例がある。寒星は冬の星座を指すが、汎称である点が物足りない。瀬戸内海
のある島では、旧暦正月のころ、双子座を「餅食い星」「雑煮星」と呼ぶ。また「荒星」もある。大犬座であろう」。同じ切抜に、
奈良環之助「乳虎と穂庵」あり。

8 1 2 217 （掲載雑誌）『奥羽史談』第４号（昭和25年10月15日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（一）」収録 217
奥羽郷土史談会は盛岡市に事務局。会長金子定一。表紙裏に会則・役員名簿がある。昭和25年１月創刊。藤田謙述「南部紫根
染（上）」。藤原三代遺体調査報告会に於ける鈴木氏の講演の要約がある（首級は忠衡か泰衡か）。表紙を入れて16頁。内田武志
の文章は、（二）～（四）の出だしに当たる部分のみで短い。

8 2 1 ① 218 （掲載雑誌）『奥羽史談』第２巻１号（昭和26年２月10日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（二）」収録 218 雪の胆沢辺、かすむ駒形を天明７年としている。寛政年間までの南部領（下北を含む）の旅を著作ごとに紹介する。

8 2 1 ② 219 （掲載雑誌）『奥羽史談』第２巻２号（昭和26年５月10日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（三）」収録 219 錦木、十曲湖、上津野の花などを紹介する。

8 3 1 220 （掲載雑誌）『奥羽史談』第３巻１号（昭和26年４月20日）、内田武志「菅江真澄の南部の旅（四）」収録 220 筆のまにまに第五巻などの随筆から、「あまちこ・ゆきのやしろ・由伎の宮桜・あしな沢のぼさち・浪うち坂・ほそけやく」を
原文で紹介する。「筆のしがらみ」「陸奥国毛布郡一事」に触れて結語。

8 3 2 221 （掲載雑誌）秋田県立秋田図書館館報『ともしび』復刊第２号（昭和27年３月）、渋沢敬三「菅江真澄と内田
武志君」収録 221 「菅江真澄については、秋田叢書の刊行はあったが、未だ刊行されないものもある。新資料の発見や栗盛家での書写などがあり、

未刊資料の原稿がすでにできあがっている。一日も早く公刊されて内田武志の労苦が報われることを望んでいる」

8 4 1 222 （書写原稿）内田武志「あとがき」（『菅江真澄未刊文献集一』、昭和28年12月30日） 222

8 4 2 223 （雑誌）『みちびき』第１号（昭和28年12月）、内田ハチ「編集室だより」、須藤春代「みちびかれて」「詩章」
など 223 発行は、秋田楢山教会盲人伝道会。
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

5 3 2 ① 160 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和12年３月６日付 160 『静岡県方言誌』第二輯童幼語篇送本への返礼。

5 3 2 ② 161 （伝記原稿…用紙４枚）内田ハチ「アチックあのころ」（草稿）【日本常民生活資料叢書月報23、渋沢敬三（上）
掲載】 161 内田武志のアチック入所の経緯（昭和11年８月）、三田への引っ越し、『静岡県方言集』「方言分布図」のこと。この頃すでに、

内田武志は歩けなくなっていた。

5 3 2 ③ 162 （書写原稿）アチックマンスリー第22号「巣立つ鳳雛！」（昭和12年5月） 162 「知里真志保、崔応錫が東大卒業。崔は東大医局（「武自身の年譜」に出てくる）、知里は北海道庁嘱託に」

5 4 1 ① 163 （書写原稿）アチックマンスリー第35号「DIARYなど」（昭和13年５月６月合併号） 163 「渋沢敬三の「魚名集覧」がまだ続いている。内田（ハチ）等が東書文庫で教科書から魚名を収集している。『静岡県方言誌』第
三輯にかかっている」

5 4 1 ② 164 （書写原稿）アチックマンスリー第36号「各部報告」（昭和13年７月） 164 「渋沢敬三「魚名集覧」の関係で、木島・内田（ハチ）がメダカ方言カード約八千枚の整理完了」

5 4 1 ③ 165 （書写原稿）アチックマンスリー第37号「各部報告、魚名編纂室」（昭和13年８月特輯号） 165 「王子の東書文庫で教科書700冊閲覧。カード整理を木島・内田（ハチ）両氏がおこなっている。「目高考」から採録したカー
ドはいよいよ原稿浄書に着手した」

5 5 1 166 （書写原稿）アチックマンスリー第43号「MEMO欄─魚名集覧編纂室」（昭和14年４月） 166 「編纂室では内田女史（ハチ）統監の下に魚名索引製作に着手。…採録魚名数は約一万三千と推定」

5 6 1 167 （書簡、書写原稿）蒲原有明ハガキ、昭和15年１月25日付 167 静岡市大火お見舞いの返事。「鷹匠町は罹災を免れた」

5 7 1 ① 168 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡、昭和16年12月26日付、小為替を入れたため書留にしている 168 『静岡県方言誌』第三輯民具萹送本への返礼

5 7 1 ② 169 （伝記原稿…原稿１枚・用紙４枚）内田ハチ「アチックあのころ」（草稿）【F5-3-2-②の続き】 169 「渋沢敬三の勧めで東大病院に入院し、少量の輸血によって血液を凝固させる治療法があることを知った。静岡県方言誌第三輯
が刊行されたが、歩行は不可能になり、危篤に陥った。渋沢敬三らが見舞いに来ると、異常に興奮して死期を脱した」

5 8 1 170 （伝記原稿…書きかけ原稿１枚）内田ハチ「アチックあのころ」【F5-3-2-②、F5-7-1-②の続き、昭和17年
年譜資料に入る】 170 最終部分で、記述の大部分が上記資料と被る。

6 1 1 171 （雑誌）『民族学研究』第８巻第４号（昭和17年12月号だが実際は昭和18年３月発行）、関敬吾「羽衣考」
掲載 171 関敬吾「羽衣考」に「天人女房話と七夕のいわれの複合」などと内田武志の書き込みがある。日本民族学会は８年間で解散する

と「編輯後記」にある。

6 1 2 172 （雑誌切抜）柳田国男「犬飼七夕譚」「山郷風物誌」「木曽民謡集」「新野の盆踊（一部）」（『信州随筆』─山村
書院、昭和11年─） 172 「犬飼七夕譚」に朱線がある。

6 1 3 ① 173 （書写用紙）折口信夫「たなばた供養」（短歌文学全集釈迢空篇─昭和12月１月出版─より） 173
内田武志による写し（用紙裏も）。朝鮮新義州府栄町吉野商店用紙。「「俳句研究」（昭和十年七月号）　俳諧歳時記を民俗的に解
釈して見ようとした企ての一つ。此外二三篇で挫折した。／沖縄でも村によっては、たなばたと云ふ語が洗骨（せんこつ）を意
味する。此日に死者を洗ったからだ。／「俳句研究」昭和十一年七月に柳田先生が「七夕」の事をお書きになった」とメモ書き
がある。

6 1 3 ② 174 （書写用紙）折口信夫のタナバタに関する考えの写し 174

6 2 1 ① 175 （書簡、書写原稿）渋沢敬三ハガキ内田ハチ宛、昭和19年４月12日付 175 父修三の容態を気遣う、「泰然として而して繊細に御世話相成る様」。《奥の手ぶり》「やらくさ」の絵葉書。

6 2 1 ② 176 （書簡、書写原稿）蒲原有明ハガキ、昭和19年12月11日付…昭和東南海地震お見舞いへの返信 176 昭和19年12月７日発生。災害史として重要。蒲原有明（隼雄）の住居は、静岡市鷹匠町2-3。「大丈夫だが、地域によって被
害が異なる。地震当日の夜分に奴さんから当市郊外にお土産があり、市民は緊張している。そちらも随分危険のように思う」

6 3 1 ① 177 （書簡、書写原稿）蒲原有明ハガキ、昭和20年６月26日付 177 「秋田市に疎開のことを聞いた。家は空襲で焼けた。防空壕で、しかも腰から下が水につかって猛炎を防ぎ、辛うじて助かった」。
宛先住所：秋田市楢山愛宕下16伊藤氏方。蒲原の立退先が書かれている。

6 3 1 ② 178 （辞令等）内田ハチ、都立葛飾高等女学校から秋田女子医専へ出向命令（昭和20年９月25日付）、辞令（昭
和20年９月30日付） 178 出向命令は東京都、辞令は秋田県。封書は出向命令が入っていたもので（大きさから）、昭和20年10月15日消印、秋田県立

女子医学専門学校内内田ハチ宛。

6 4 1 179 （冊子）『創設70年記念誌　立山文庫』（昭和57年12月25日発行） 179 沿革より、「昭和14年休館。昭和21年４月１日、故立山弟四郎翁嗣子廉吉氏より、私立立山文庫蔵書10,745冊が毛馬内町（町
長伊藤良三氏）に寄贈され「立山文庫継承毛馬内町立図書館」設立」。

6 4 2 ① 180 （新聞切抜）髙橋克三「毛馬内の三先輩　為憲、良三、履斎について」（秋田魁新報、昭和42年） 180
「伊藤為憲の生誕200年に当たる。文政10年、郷里の狭布と「錦木縁起」が奇縁となって「鹿角縁起」を書いて生家に送った。
私は深澤多市の要請で解説し、『秋田叢書』第８巻に収めた。伊藤良三は、為憲の長兄慶里の玄孫である」。伊藤良三の略歴と著
書。黒沢履斎について。

6 4 2 ② 181 （新聞切抜）髙橋克三「秋田の人物　百寿翁　大里武八郎」（秋田魁新報、昭和47年５月27日） 181 「鹿角学最後の長老で、『鹿角方言考』を著した。３月24日に東京で101歳で亡くなった」

6 4 2 ③ 182 （新聞切抜）「立山文庫創設70年　記念誌を発刊」（秋田魁新報、昭和58年１月６日） 182 「立山文庫は大正２年、立山弟四郎夫妻が銀婚式を迎えた記念事業として、旧毛馬内町に創設した」

6 4 2 ④ 183 （書簡）秋田魁新報地方部・内田ハチ宛、昭和58年１月８日付、『創設70年記念誌　立山文庫』寄贈 183

6 4 2 ⑤ 184 （書簡）髙橋正志ハガキ内田ハチ宛、昭和58年１月10日付、立山文庫の設立と経緯について 184 年譜風にまとめている。

6 4 2 ⑥ 185 （新聞切抜）「立山文庫創設70年記念事業の一環　翁の長男の遺稿集を発刊」（秋田魁新報、昭和58年１月13日） 185 「立山文庫創立70周年記念事業の一環として、創立者である立山弟四郎の長男廉吉の遺稿集「郷土植物方言考」が刊行された」

6 4 2 ⑦ 186 （書簡）内田ハチ宛鹿角市立立山文庫継承十和田図書館、昭和58年２月５日付、伊藤良三関係コピー請求書 186

7 1 1 ① 187 （地図）松前上陸関係地図（薄用紙、二十万分の一地図の写し） 187

7 1 1 ② 188 （原稿19枚…武志自筆）松前上陸関係─未来社『菅江真澄の旅と日記』原稿─（517 ～ 535の番号あり） 188 祭魚洞文庫用紙（朱枠）

7 1 2 189 （写真３枚）松風夷談 189 表紙、目次、真澄関係前半

7 1 3 190 （冊子）『香蘭』第５号（北海道大学秋田北盟寮香蘭会、昭和12年）、高倉新一郎「菅江真澄翁について」 190 「はしがき、真澄翁と秋田、真澄翁の業績、真澄翁と北海道、菅江真澄翁の北海道紀行の価値」。《えぞのてぶり》を寛政４年だ
ろうとしている（10頁）。

7 1 4 ① 191 （雑誌切抜）内田武志「海と星」（『漁村』昭和21年12月） 191
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

5 3 2 ① 160 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和12年３月６日付 160 『静岡県方言誌』第二輯童幼語篇送本への返礼。

5 3 2 ② 161 （伝記原稿…用紙４枚）内田ハチ「アチックあのころ」（草稿）【日本常民生活資料叢書月報23、渋沢敬三（上）
掲載】 161 内田武志のアチック入所の経緯（昭和11年８月）、三田への引っ越し、『静岡県方言集』「方言分布図」のこと。この頃すでに、

内田武志は歩けなくなっていた。

5 3 2 ③ 162 （書写原稿）アチックマンスリー第22号「巣立つ鳳雛！」（昭和12年5月） 162 「知里真志保、崔応錫が東大卒業。崔は東大医局（「武自身の年譜」に出てくる）、知里は北海道庁嘱託に」

5 4 1 ① 163 （書写原稿）アチックマンスリー第35号「DIARYなど」（昭和13年５月６月合併号） 163 「渋沢敬三の「魚名集覧」がまだ続いている。内田（ハチ）等が東書文庫で教科書から魚名を収集している。『静岡県方言誌』第
三輯にかかっている」

5 4 1 ② 164 （書写原稿）アチックマンスリー第36号「各部報告」（昭和13年７月） 164 「渋沢敬三「魚名集覧」の関係で、木島・内田（ハチ）がメダカ方言カード約八千枚の整理完了」

5 4 1 ③ 165 （書写原稿）アチックマンスリー第37号「各部報告、魚名編纂室」（昭和13年８月特輯号） 165 「王子の東書文庫で教科書700冊閲覧。カード整理を木島・内田（ハチ）両氏がおこなっている。「目高考」から採録したカー
ドはいよいよ原稿浄書に着手した」

5 5 1 166 （書写原稿）アチックマンスリー第43号「MEMO欄─魚名集覧編纂室」（昭和14年４月） 166 「編纂室では内田女史（ハチ）統監の下に魚名索引製作に着手。…採録魚名数は約一万三千と推定」

5 6 1 167 （書簡、書写原稿）蒲原有明ハガキ、昭和15年１月25日付 167 静岡市大火お見舞いの返事。「鷹匠町は罹災を免れた」

5 7 1 ① 168 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡、昭和16年12月26日付、小為替を入れたため書留にしている 168 『静岡県方言誌』第三輯民具萹送本への返礼

5 7 1 ② 169 （伝記原稿…原稿１枚・用紙４枚）内田ハチ「アチックあのころ」（草稿）【F5-3-2-②の続き】 169 「渋沢敬三の勧めで東大病院に入院し、少量の輸血によって血液を凝固させる治療法があることを知った。静岡県方言誌第三輯
が刊行されたが、歩行は不可能になり、危篤に陥った。渋沢敬三らが見舞いに来ると、異常に興奮して死期を脱した」

5 8 1 170 （伝記原稿…書きかけ原稿１枚）内田ハチ「アチックあのころ」【F5-3-2-②、F5-7-1-②の続き、昭和17年
年譜資料に入る】 170 最終部分で、記述の大部分が上記資料と被る。

6 1 1 171 （雑誌）『民族学研究』第８巻第４号（昭和17年12月号だが実際は昭和18年３月発行）、関敬吾「羽衣考」
掲載 171 関敬吾「羽衣考」に「天人女房話と七夕のいわれの複合」などと内田武志の書き込みがある。日本民族学会は８年間で解散する

と「編輯後記」にある。

6 1 2 172 （雑誌切抜）柳田国男「犬飼七夕譚」「山郷風物誌」「木曽民謡集」「新野の盆踊（一部）」（『信州随筆』─山村
書院、昭和11年─） 172 「犬飼七夕譚」に朱線がある。

6 1 3 ① 173 （書写用紙）折口信夫「たなばた供養」（短歌文学全集釈迢空篇─昭和12月１月出版─より） 173
内田武志による写し（用紙裏も）。朝鮮新義州府栄町吉野商店用紙。「「俳句研究」（昭和十年七月号）　俳諧歳時記を民俗的に解
釈して見ようとした企ての一つ。此外二三篇で挫折した。／沖縄でも村によっては、たなばたと云ふ語が洗骨（せんこつ）を意
味する。此日に死者を洗ったからだ。／「俳句研究」昭和十一年七月に柳田先生が「七夕」の事をお書きになった」とメモ書き
がある。

6 1 3 ② 174 （書写用紙）折口信夫のタナバタに関する考えの写し 174

6 2 1 ① 175 （書簡、書写原稿）渋沢敬三ハガキ内田ハチ宛、昭和19年４月12日付 175 父修三の容態を気遣う、「泰然として而して繊細に御世話相成る様」。《奥の手ぶり》「やらくさ」の絵葉書。

6 2 1 ② 176 （書簡、書写原稿）蒲原有明ハガキ、昭和19年12月11日付…昭和東南海地震お見舞いへの返信 176 昭和19年12月７日発生。災害史として重要。蒲原有明（隼雄）の住居は、静岡市鷹匠町2-3。「大丈夫だが、地域によって被
害が異なる。地震当日の夜分に奴さんから当市郊外にお土産があり、市民は緊張している。そちらも随分危険のように思う」

6 3 1 ① 177 （書簡、書写原稿）蒲原有明ハガキ、昭和20年６月26日付 177 「秋田市に疎開のことを聞いた。家は空襲で焼けた。防空壕で、しかも腰から下が水につかって猛炎を防ぎ、辛うじて助かった」。
宛先住所：秋田市楢山愛宕下16伊藤氏方。蒲原の立退先が書かれている。

6 3 1 ② 178 （辞令等）内田ハチ、都立葛飾高等女学校から秋田女子医専へ出向命令（昭和20年９月25日付）、辞令（昭
和20年９月30日付） 178 出向命令は東京都、辞令は秋田県。封書は出向命令が入っていたもので（大きさから）、昭和20年10月15日消印、秋田県立

女子医学専門学校内内田ハチ宛。

6 4 1 179 （冊子）『創設70年記念誌　立山文庫』（昭和57年12月25日発行） 179 沿革より、「昭和14年休館。昭和21年４月１日、故立山弟四郎翁嗣子廉吉氏より、私立立山文庫蔵書10,745冊が毛馬内町（町
長伊藤良三氏）に寄贈され「立山文庫継承毛馬内町立図書館」設立」。

6 4 2 ① 180 （新聞切抜）髙橋克三「毛馬内の三先輩　為憲、良三、履斎について」（秋田魁新報、昭和42年） 180
「伊藤為憲の生誕200年に当たる。文政10年、郷里の狭布と「錦木縁起」が奇縁となって「鹿角縁起」を書いて生家に送った。
私は深澤多市の要請で解説し、『秋田叢書』第８巻に収めた。伊藤良三は、為憲の長兄慶里の玄孫である」。伊藤良三の略歴と著
書。黒沢履斎について。

6 4 2 ② 181 （新聞切抜）髙橋克三「秋田の人物　百寿翁　大里武八郎」（秋田魁新報、昭和47年５月27日） 181 「鹿角学最後の長老で、『鹿角方言考』を著した。３月24日に東京で101歳で亡くなった」

6 4 2 ③ 182 （新聞切抜）「立山文庫創設70年　記念誌を発刊」（秋田魁新報、昭和58年１月６日） 182 「立山文庫は大正２年、立山弟四郎夫妻が銀婚式を迎えた記念事業として、旧毛馬内町に創設した」

6 4 2 ④ 183 （書簡）秋田魁新報地方部・内田ハチ宛、昭和58年１月８日付、『創設70年記念誌　立山文庫』寄贈 183

6 4 2 ⑤ 184 （書簡）髙橋正志ハガキ内田ハチ宛、昭和58年１月10日付、立山文庫の設立と経緯について 184 年譜風にまとめている。

6 4 2 ⑥ 185 （新聞切抜）「立山文庫創設70年記念事業の一環　翁の長男の遺稿集を発刊」（秋田魁新報、昭和58年１月13日） 185 「立山文庫創立70周年記念事業の一環として、創立者である立山弟四郎の長男廉吉の遺稿集「郷土植物方言考」が刊行された」

6 4 2 ⑦ 186 （書簡）内田ハチ宛鹿角市立立山文庫継承十和田図書館、昭和58年２月５日付、伊藤良三関係コピー請求書 186

7 1 1 ① 187 （地図）松前上陸関係地図（薄用紙、二十万分の一地図の写し） 187

7 1 1 ② 188 （原稿19枚…武志自筆）松前上陸関係─未来社『菅江真澄の旅と日記』原稿─（517 ～ 535の番号あり） 188 祭魚洞文庫用紙（朱枠）

7 1 2 189 （写真３枚）松風夷談 189 表紙、目次、真澄関係前半

7 1 3 190 （冊子）『香蘭』第５号（北海道大学秋田北盟寮香蘭会、昭和12年）、高倉新一郎「菅江真澄翁について」 190 「はしがき、真澄翁と秋田、真澄翁の業績、真澄翁と北海道、菅江真澄翁の北海道紀行の価値」。《えぞのてぶり》を寛政４年だ
ろうとしている（10頁）。

7 1 4 ① 191 （雑誌切抜）内田武志「海と星」（『漁村』昭和21年12月） 191
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

4 2 7 129 （コピー）内田武志「地の神様」（『旅と伝説』第７巻４号、昭和９年４月） 129 「静岡地方ではたいてい屋敷の一隅に地の神様を祀る。簡単に藁で作った祠は、毎年の祭日に作り替える。昨年４月の調査。報
告者は主に静岡女子師範学校の生徒」。祠の作り方について６種11形態に分類した上で、静岡県下の報告を地域ごとにまとめる。

4 2 8 ① 130 （コピー）内田武志「莢を叩く農具の方言＝静岡県＝」（『土の香』第11巻１号、昭和９年１月、謄写版） 130 莢（さや）を叩く７種の道具（形状と概略）と静岡県下の呼び方。

4 2 8 ② 131 （コピー）内田武志「鳥に関する昔話＝青森県＝」（『土の香』第12巻１号、第66号、昭和９年４月、謄写版） 131 「昭和８年３月に青森県女子師範学校生徒及其他２、３の小学校に依頼して方言調査を行った時、鳥に関する方言と共に其説話
も記載する様に願っておいた。其時に調査紙の裏面に記され報告せられた昔話を次に掲げる」。16の昔話と６の俗信。

4 2 8 ③ 132 （コピー）内田武志「青森県方言調査報告（其一）」（『土の香』第12巻３号、昭和９年６月、謄写版） 132
報告は２つに分かれる。「昭和８年３月に青森女子師範学校の生徒諸氏と、同県下の小学校数校に方言調査紙を配布して、各自
郷土の方言を記入してもらった」「次は青森県下北郡田名部町小学校の川森則策先生が、其受持の高等一学年生徒56名について
方言調査をされたもので、方言の下の数は報告者の人数を示すのである」

4 2 8 ④ 133 （コピー）内田武志「青森県方言調査報告第２回─幼な言葉─」（『土の香』第12巻５号、第70号、昭和９年７月、
謄写版） 133 上記報告の前半部分の続き。

4 2 9 134 （コピー）内田武志「柳の花芽の方言について」（雑誌『志豆波多』第２号、昭和９年７月１日） 134 「雑誌の形式になって第一号が出された。飯塚氏から何か書くように依頼された。猫柳に関する静岡県下の方言を並べてみる。『静
岡県方言集』編纂以後に蒐集調査したものであるため、未発表である」

4 3 1 ① 135 （書写原稿）内田武志の回想（日本常民生活資料叢書14、中部篇（２）、解説1110頁）　 135 『静岡県方言誌』「方言分布図」に言及。「東條操が「あなたのように方言分布図を出版してもらえる人は幸福だ」と言った。東
西両方言の接触地静岡県で、自分の唱えた方言区画説が証明されていくのを何よりも喜んでいた」

4 3 1 ② 136 （書写原稿）大田栄太郎「「静岡県方言誌」分布図に思う」（『渋沢敬三』上、330 ～ 331頁）　 136 『静岡県方言誌』第二輯「方言分布図」に言及。「あのような贅沢な著色記号をした分布図なんか、普通の出版屋なんかでは、容
易に出なかったろうといまだに思っている（前富山県立図書館長）」

4 3 1 ③ 137 （書写原稿）宮本常一「大阪にて」（アチックマンスリー第14号、昭和11年８月30日） 137 内田武志がアチックミューゼアムに入る。

4 3 1 ④ 138 （書写原稿）アチックマンスリー第16号「DIARY]（昭和11年10月１日） 138 「OPINION  社会衛生調査に関する覚え書　崔応錫」「DIARY　○８月７日　宮本常一氏来館　○９月６日　内田武志氏来館」

4 3 2 ① 139 （伝記原稿12枚、〔17 ～ 28〕）内田武志・方言等の調査について（昭和10年のこと） 139 アチックミューゼアムを初めて訪ねて（アチックマンスリー第６号）、多くの知己を得たこと。磯貝勇が初めて内田武志に会っ
た時の文章（『菅江真澄のふるさと』）を引く。静岡県全域の調査経過とその援助を頼んだ、とある。

4 3 2 ② 140 （調査票）オモテ「星・月に関する俗信・昔話の調査」「幼な言葉の調査」、ウラ「星に関する方言の調査」 140 表裏の別なし。いずれにも参考例と表記上の注意がある。幼な言葉の調査には「次の語を幼児の使用する言葉で記入せよ」とある。
上記伝記原稿に、「星座方言調査用紙」に続いて、最後の活版刷りとなる「星に関する方言の調査」を昭和９年に刷ったとある。

4 3 3 141 （写真13枚）静岡方言集資料写真・内田武志撮影（実地採集昭和10年２月） 141 小屋、籠３種、漁船と綱、浜の小屋の６種13枚。袋に「内田武志撮影」とある。

4 3 4 ① 142 （写真１枚）アチックミューゼアム同人集合写真 142 着物姿の内田武志、その上に磯貝勇、中央に渋沢敬三、他18人。

4 3 4 ② 143 （冊子）アチックマンスリー第６号（昭和10年12月30日） 143 内田武志がはじめてアチックミューゼアムを訪れる。「DIARY　11月７日　内田武志氏来館滞在　11月10日　内田武志氏辞去」
とある。【F4-3-2-①】にある磯貝勇の文章に符号する。　

4 3 4 ③ 144 （書写原稿）アチックマンスリー第６号「DIARY」から内田武志関係記事抜き出し 144 同上

4 3 5 145 （書写用紙）磯貝勇『菅江真澄のふるさと』序文（昭和45年１月１日）　【昭和10年、昭和39年の年譜資料として】 145 磯貝勇との関係。この時、磯貝勇は愛知県文化財専門委員。

4 3 6 146 （書写用紙）宮本馨太郎「渋沢先生の生涯と博物館」（『渋沢敬三先生景仰録』第二部Ⅱ思い出　281頁） 146 アチックミューゼアムにおける民具研究は、昭和10年度の足半草履研究からはじまった。内田武志の名は出てこないが、「中略
文重要」とのメモ書きがある。

4 3 7 ① 147 （コピー）内田武志「鹿角郡昔話─秋田県鹿角郡宮川村─」（『昔話研究』第２号、昭和10年６月５日） 147 「山姥と子僧」「あらんこ　こらんこ」。末尾に「註　二話とも昭和五年九月採集、話者、阿部てい、四十九歳」とある。

4 3 7 ② 148 （コピー）内田武志「鹿角郡昔話（二）」（『昔話研究』第３号、昭和10年７月５日） 148
前号の続き番号。「生れ子の運定め」「子供育て」「雉の卵」「ホンヂギとマハチブ」「狐と川獺」「悪戯小僧」。「昭和六年六月採集、
秋田県鹿角郡尾去沢村、話者栗山てる（五十七歳）」と「以上二話宮川村、昭和五年九月採集、話者阿部てい、四十九歳」と２
人の話者を記す。

4 3 7 ③ 149 （コピー）内田武志「足半草履の方言（静岡県）」（『文字と言語』６、1935年─昭和10─７月方言特輯号、謄写版） 149 当時の使用例、形態の変化、鼻緒の結び方の違い、足半にまつわる俗信を冒頭に述べる。「アチックミューゼアムでまもなく足
半草履の全国的蒐集調査を計画している。これは本年一月に県下各農学校に方言調査表を依頼して得た方言の整理である」

4 3 7 ④ 150 （コピー）内田武志「蝉の幼虫と蜻蛉の幼虫の方言（静岡県）」（『土の香』第16巻２号、昭和10年９月） 150
「昨年の秋県下各小学校に方言調査紙を配布し報告を受けたものの整理である。この二語彙は方言量も多くはなく、空欄のまゝ
の処も少なくはなかった。又其の幼虫と云ふのを幼な言葉を思ひ違ひしたものや、脱殻前の幼虫なのを、単に小蝉、小蜻蛉の
事として報告されたものなどがあった。調査用紙に詳細な説明と図でも附せばよかったと後で思った事である。（一○・四・
一三）」

5 1 1 151 （伝記原稿43枚）『静岡県方言誌』第一輯～第三輯出版の頃について　 151
第一輯動植物萹（昭和11年10月30日）、第二輯童幼語篇（昭和12年２月10日）、第三輯民具篇（昭和16年４月10日）。蒲
原有明書簡（昭和11年４月19日付、９月８日付、12月22日付）【実物はＦ4-1-6】、蒲原有明書簡（昭和12年３月６日付）【実
物はＦ5-3-2-①】、宮本常一「大阪にて」（武志のアチック入り。アチックマンスリー第14号、昭和11年８月30日）。東條操
と大田栄太郎が来訪。渋沢敬三の勧めで東大病院に入院。

5 2 1 ① 152 （書写原稿）『鹿角方言集』内田武志「自序」抜書き（昭和11年９月５日、言語誌叢刊第３期の一冊として、
刀江書院） 152

5 2 1 ② 153 （書写原稿）『鹿角方言集』東條操「序」 153

5 2 1 ③ 154 （書写原稿）牧田茂著『柳田国男』中公新書からの抜書き 154 「折口信夫を中心として民俗学会が組織され、雑誌『民俗学』が昭和４年（1929）７月に発刊される。昭和８年12月、第５巻
12号で終刊。岡村千秋が編集責任者」

5 2 2 155 （書写原稿）『静岡県方言誌』分布調査第一輯動植物篇「序」（昭和11年10月30日、アチックミューゼアム
彙報第六） 155

5 2 3 156 （雑誌切抜、コピー）内田武志「罠の様式と方言」（『旅と伝説』第９巻４号、昭和11年４月） 156 「『北越雪譜』の罠の記述に刺激を受けた。静岡県方言誌編纂のため、昨年一月（昭和10年）に当県下各地方における罠につい
ての簡単な調査をした」。14図で説明。

5 2 4 157 （コピー）内田武志「田植時に苗を運び配る役の方言（静岡県）」（『文字と言語』昭和11年11月、謄写版） 157

5 2 5 158 （書写原稿）アチックマンスリー第13号、第15号、第17号（いずれも昭和11年）「MEMO」欄（『静岡県
方言誌』発刊と分布図について） 158 第13号昭和11年７月30日、第15号９月15日、第17号11月１日

5 3 1 159 （コピー）内田武志「星の方言採集」（『方言』第７巻５号、昭和12年６月） 159 星の方言採集の留意点について冒頭に述べる。「星座は時刻と見える場所によって形が違うため、時刻や方向などの詳細な註記
が必要。星にまつわる俗信、説話などは必ず採録したい」。北極星など、12の星座と星を紹介。
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F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

4 2 7 129 （コピー）内田武志「地の神様」（『旅と伝説』第７巻４号、昭和９年４月） 129 「静岡地方ではたいてい屋敷の一隅に地の神様を祀る。簡単に藁で作った祠は、毎年の祭日に作り替える。昨年４月の調査。報
告者は主に静岡女子師範学校の生徒」。祠の作り方について６種11形態に分類した上で、静岡県下の報告を地域ごとにまとめる。

4 2 8 ① 130 （コピー）内田武志「莢を叩く農具の方言＝静岡県＝」（『土の香』第11巻１号、昭和９年１月、謄写版） 130 莢（さや）を叩く７種の道具（形状と概略）と静岡県下の呼び方。

4 2 8 ② 131 （コピー）内田武志「鳥に関する昔話＝青森県＝」（『土の香』第12巻１号、第66号、昭和９年４月、謄写版） 131 「昭和８年３月に青森県女子師範学校生徒及其他２、３の小学校に依頼して方言調査を行った時、鳥に関する方言と共に其説話
も記載する様に願っておいた。其時に調査紙の裏面に記され報告せられた昔話を次に掲げる」。16の昔話と６の俗信。

4 2 8 ③ 132 （コピー）内田武志「青森県方言調査報告（其一）」（『土の香』第12巻３号、昭和９年６月、謄写版） 132
報告は２つに分かれる。「昭和８年３月に青森女子師範学校の生徒諸氏と、同県下の小学校数校に方言調査紙を配布して、各自
郷土の方言を記入してもらった」「次は青森県下北郡田名部町小学校の川森則策先生が、其受持の高等一学年生徒56名について
方言調査をされたもので、方言の下の数は報告者の人数を示すのである」

4 2 8 ④ 133 （コピー）内田武志「青森県方言調査報告第２回─幼な言葉─」（『土の香』第12巻５号、第70号、昭和９年７月、
謄写版） 133 上記報告の前半部分の続き。

4 2 9 134 （コピー）内田武志「柳の花芽の方言について」（雑誌『志豆波多』第２号、昭和９年７月１日） 134 「雑誌の形式になって第一号が出された。飯塚氏から何か書くように依頼された。猫柳に関する静岡県下の方言を並べてみる。『静
岡県方言集』編纂以後に蒐集調査したものであるため、未発表である」

4 3 1 ① 135 （書写原稿）内田武志の回想（日本常民生活資料叢書14、中部篇（２）、解説1110頁）　 135 『静岡県方言誌』「方言分布図」に言及。「東條操が「あなたのように方言分布図を出版してもらえる人は幸福だ」と言った。東
西両方言の接触地静岡県で、自分の唱えた方言区画説が証明されていくのを何よりも喜んでいた」

4 3 1 ② 136 （書写原稿）大田栄太郎「「静岡県方言誌」分布図に思う」（『渋沢敬三』上、330 ～ 331頁）　 136 『静岡県方言誌』第二輯「方言分布図」に言及。「あのような贅沢な著色記号をした分布図なんか、普通の出版屋なんかでは、容
易に出なかったろうといまだに思っている（前富山県立図書館長）」

4 3 1 ③ 137 （書写原稿）宮本常一「大阪にて」（アチックマンスリー第14号、昭和11年８月30日） 137 内田武志がアチックミューゼアムに入る。

4 3 1 ④ 138 （書写原稿）アチックマンスリー第16号「DIARY]（昭和11年10月１日） 138 「OPINION  社会衛生調査に関する覚え書　崔応錫」「DIARY　○８月７日　宮本常一氏来館　○９月６日　内田武志氏来館」

4 3 2 ① 139 （伝記原稿12枚、〔17 ～ 28〕）内田武志・方言等の調査について（昭和10年のこと） 139 アチックミューゼアムを初めて訪ねて（アチックマンスリー第６号）、多くの知己を得たこと。磯貝勇が初めて内田武志に会っ
た時の文章（『菅江真澄のふるさと』）を引く。静岡県全域の調査経過とその援助を頼んだ、とある。

4 3 2 ② 140 （調査票）オモテ「星・月に関する俗信・昔話の調査」「幼な言葉の調査」、ウラ「星に関する方言の調査」 140 表裏の別なし。いずれにも参考例と表記上の注意がある。幼な言葉の調査には「次の語を幼児の使用する言葉で記入せよ」とある。
上記伝記原稿に、「星座方言調査用紙」に続いて、最後の活版刷りとなる「星に関する方言の調査」を昭和９年に刷ったとある。

4 3 3 141 （写真13枚）静岡方言集資料写真・内田武志撮影（実地採集昭和10年２月） 141 小屋、籠３種、漁船と綱、浜の小屋の６種13枚。袋に「内田武志撮影」とある。

4 3 4 ① 142 （写真１枚）アチックミューゼアム同人集合写真 142 着物姿の内田武志、その上に磯貝勇、中央に渋沢敬三、他18人。

4 3 4 ② 143 （冊子）アチックマンスリー第６号（昭和10年12月30日） 143 内田武志がはじめてアチックミューゼアムを訪れる。「DIARY　11月７日　内田武志氏来館滞在　11月10日　内田武志氏辞去」
とある。【F4-3-2-①】にある磯貝勇の文章に符号する。　

4 3 4 ③ 144 （書写原稿）アチックマンスリー第６号「DIARY」から内田武志関係記事抜き出し 144 同上

4 3 5 145 （書写用紙）磯貝勇『菅江真澄のふるさと』序文（昭和45年１月１日）　【昭和10年、昭和39年の年譜資料として】 145 磯貝勇との関係。この時、磯貝勇は愛知県文化財専門委員。

4 3 6 146 （書写用紙）宮本馨太郎「渋沢先生の生涯と博物館」（『渋沢敬三先生景仰録』第二部Ⅱ思い出　281頁） 146 アチックミューゼアムにおける民具研究は、昭和10年度の足半草履研究からはじまった。内田武志の名は出てこないが、「中略
文重要」とのメモ書きがある。

4 3 7 ① 147 （コピー）内田武志「鹿角郡昔話─秋田県鹿角郡宮川村─」（『昔話研究』第２号、昭和10年６月５日） 147 「山姥と子僧」「あらんこ　こらんこ」。末尾に「註　二話とも昭和五年九月採集、話者、阿部てい、四十九歳」とある。

4 3 7 ② 148 （コピー）内田武志「鹿角郡昔話（二）」（『昔話研究』第３号、昭和10年７月５日） 148
前号の続き番号。「生れ子の運定め」「子供育て」「雉の卵」「ホンヂギとマハチブ」「狐と川獺」「悪戯小僧」。「昭和六年六月採集、
秋田県鹿角郡尾去沢村、話者栗山てる（五十七歳）」と「以上二話宮川村、昭和五年九月採集、話者阿部てい、四十九歳」と２
人の話者を記す。

4 3 7 ③ 149 （コピー）内田武志「足半草履の方言（静岡県）」（『文字と言語』６、1935年─昭和10─７月方言特輯号、謄写版） 149 当時の使用例、形態の変化、鼻緒の結び方の違い、足半にまつわる俗信を冒頭に述べる。「アチックミューゼアムでまもなく足
半草履の全国的蒐集調査を計画している。これは本年一月に県下各農学校に方言調査表を依頼して得た方言の整理である」

4 3 7 ④ 150 （コピー）内田武志「蝉の幼虫と蜻蛉の幼虫の方言（静岡県）」（『土の香』第16巻２号、昭和10年９月） 150
「昨年の秋県下各小学校に方言調査紙を配布し報告を受けたものの整理である。この二語彙は方言量も多くはなく、空欄のまゝ
の処も少なくはなかった。又其の幼虫と云ふのを幼な言葉を思ひ違ひしたものや、脱殻前の幼虫なのを、単に小蝉、小蜻蛉の
事として報告されたものなどがあった。調査用紙に詳細な説明と図でも附せばよかったと後で思った事である。（一○・四・
一三）」

5 1 1 151 （伝記原稿43枚）『静岡県方言誌』第一輯～第三輯出版の頃について　 151
第一輯動植物萹（昭和11年10月30日）、第二輯童幼語篇（昭和12年２月10日）、第三輯民具篇（昭和16年４月10日）。蒲
原有明書簡（昭和11年４月19日付、９月８日付、12月22日付）【実物はＦ4-1-6】、蒲原有明書簡（昭和12年３月６日付）【実
物はＦ5-3-2-①】、宮本常一「大阪にて」（武志のアチック入り。アチックマンスリー第14号、昭和11年８月30日）。東條操
と大田栄太郎が来訪。渋沢敬三の勧めで東大病院に入院。

5 2 1 ① 152 （書写原稿）『鹿角方言集』内田武志「自序」抜書き（昭和11年９月５日、言語誌叢刊第３期の一冊として、
刀江書院） 152

5 2 1 ② 153 （書写原稿）『鹿角方言集』東條操「序」 153

5 2 1 ③ 154 （書写原稿）牧田茂著『柳田国男』中公新書からの抜書き 154 「折口信夫を中心として民俗学会が組織され、雑誌『民俗学』が昭和４年（1929）７月に発刊される。昭和８年12月、第５巻
12号で終刊。岡村千秋が編集責任者」

5 2 2 155 （書写原稿）『静岡県方言誌』分布調査第一輯動植物篇「序」（昭和11年10月30日、アチックミューゼアム
彙報第六） 155

5 2 3 156 （雑誌切抜、コピー）内田武志「罠の様式と方言」（『旅と伝説』第９巻４号、昭和11年４月） 156 「『北越雪譜』の罠の記述に刺激を受けた。静岡県方言誌編纂のため、昨年一月（昭和10年）に当県下各地方における罠につい
ての簡単な調査をした」。14図で説明。

5 2 4 157 （コピー）内田武志「田植時に苗を運び配る役の方言（静岡県）」（『文字と言語』昭和11年11月、謄写版） 157

5 2 5 158 （書写原稿）アチックマンスリー第13号、第15号、第17号（いずれも昭和11年）「MEMO」欄（『静岡県
方言誌』発刊と分布図について） 158 第13号昭和11年７月30日、第15号９月15日、第17号11月１日

5 3 1 159 （コピー）内田武志「星の方言採集」（『方言』第７巻５号、昭和12年６月） 159 星の方言採集の留意点について冒頭に述べる。「星座は時刻と見える場所によって形が違うため、時刻や方向などの詳細な註記
が必要。星にまつわる俗信、説話などは必ず採録したい」。北極星など、12の星座と星を紹介。

85（12）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

3 4 5 ① 98 （書簡）常田純（浪岡町）書簡内田ハチ宛、昭和57年10月21日付 98 渡辺カネに関する問合せへの返信。渡辺カネは常田純の祖母で、十勝に住んだ人。

3 4 5 ② 99 （書簡）常田純書簡内田ハチ宛、昭和57年10月21日消印、『とかち奇談』・『続とかち奇談』のコピー入 99

3 4 6 ① 100 （書簡）磯貝勇ハガキ、昭和32年６月17日付 100 贈呈本への返礼。索引を付けることなどをアドバイスしている。「知里さんから音沙汰がない。高志路を手伝っている」。新潟市
立工業高等学校勤務。宛先住所：秋田市保戸野川反11

3 4 6 ② 101 （書簡）磯貝勇ハガキ、昭和32年８月４日付 101 佐渡の絵葉書。「古美術のグループに便乗して佐渡に行ってきた」

3 5 1 102 （用紙）内田寛死亡報（昭和８年８月10日、静岡日本基督教会月報　昭和８年８月20日付） 102
12日に教会で葬儀をおこなった。大正15年１月10日に鎌倉教会から転入。『鹿角方言集』は寛と武志が編纂したとして、今秋
出版を予告。『鹿角方言集』は言語誌叢刊の一冊として昭和11年９月に刊行。自序は昭和８年、追記に兄寛と中村協平について
言及する。

3 5 2 103 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和８年９月５日付 103 内田武志が亡くなった兄の方言関係の原稿を出版しようとしたのに対し、原稿を東條操などが見ていないので整理して批評を受
けるよう勧める。墓地の地名（『旅と伝説』第６巻９号、昭和８年９月）に対して間違いだと指摘する。書簡の結びは「内田武志君」。

3 5 3 ① 104 （書写原稿）渋沢敬三『犬歩当棒録』の旅程（①昭和８年９月、②昭和９年９月～ 10月、③昭和17年７月
19日～ 26日） 104 いずれも秋田に来ている。①武藤鉄城同行、②吉田三郎宅泊、③菅江真澄墓碑、石川理紀之助旧跡訪問

3 5 3 ② 105 （新聞コピー）武藤鉄城（物好庵）「奥羽山脈に楕円を描く（一）～（二十）」（昭和８年11月４日から掲載、
秋田魁新報） 105 昭和８年９月30日～ 10月３日・３泊４日、渋沢敬三一行による秋田岩手の旅の案内記。（二）で小木田家軸装二点の最近発見

についての言及がある。

3 6 1 106 （伝記原稿24枚）『静岡県方言集』（昭和９年２月）について 106
題に「三、静岡県の方言民俗調査と昔話調査　①『静岡県方言集』」とある。『静岡県方言集』は、昭和９年２月25日、静岡市
谷島屋書店内麗沢叢書刊行会第八輯として刊行。蒲原有明序文を含む。「往復ハガキによる方言調査では効果が上がらないため、
静岡県師範学校の協力を得た。『静岡県方言辞典』の地域分布が大雑把で役立たないため、原本のある師範学校で写したのがきっ
かけ」

3 6 2 107 （伝記原稿11枚）『静岡県伝説昔話集』（昭和９年３月）について【上記F3-6-1の続き】 107
「②『静岡県伝説昔話集』」とある。『静岡県伝説昔話集』は昭和９年３月、静岡市谷嶋屋書店、非売品、静岡県女子師範学校郷
土研究会編として刊行。原稿整理を内田武志がおこない、編集者として教諭森田勝の名がある。柳田国男からは、評価とすぐに
優れた話者に接触しなかったことへの苦言があった。

4 1 1 ① 108 （書簡、書写原稿）新村出（京都大学教授）ハガキ、昭和９年３月２日付 108 『静岡県方言集』贈呈の返礼。「静岡に帰省した折に会いたい。法月氏によろしく」

4 1 1 ② 109 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年３月28日付 109 『静岡県伝説昔話集』贈呈の返礼。「うぶな筆致にて方言のままにて報告あるなど却て興味多く候」

4 1 1 ③ 110 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年４月15日付 110 静岡帰省の際に面会するため、日程を知らせる。

4 1 1 ④ 111 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年４月20日付 111 「風邪で静養のため、静岡には帰省しなかった。申し訳ない」

4 1 1 ⑤ 112 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年５月22日付 112 「面会できて良かった。本日から柳田国男が京大で約２週間に亘って民間信仰について講義をする予定。静岡での話をした。
３０日には方言の会が催される予定」

4 1 2 ① 113 （コピー）渋沢敬三の名のある芳名録（県立図書館名士芳名録昭和９年８月５日） 113 静岡県立葵文庫（現：静岡県立中央図書館）。渋沢敬三はこの時、静岡県葵文庫長貞松修蔵から内田武志を紹介された（「歩けぬ
探訪者」、『日本星座方言資料』序）。

4 1 2 ② 114 （コピー）『厚生新編』旧版（昭和12年）の巻頭頁、献辞「謹みて　子爵故渋沢栄一氏の霊に捧ぐ」とあり。 114 昭和12年貞松修蔵葵文庫初代館長の尽力で活字化された。

4 1 2 ③ 115 （パンフレット）『厚生新編』（発行は昭和53年）の出版内容見本 115 静岡県立中央図書館所蔵。全５巻別巻１。大槻玄沢、宇田川榕庵らによる江戸時代最大のショメール百科事典翻訳。

4 1 3 116 （紹介状）内田ハチに関する柳田国男による仲原善忠への紹介状（柳田国男自筆） 116 「東京女子高等師範学校を卒業し、ハチ自身も希望しているので、まだ求人に空きがあったら成城小学校の理科教師候補に入れ
てほしい」

4 1 4 117 （書写原稿）内田武志『静岡県方言誌　分布調査第三輯　民具篇』後記（昭和16年４月10日発行） 117
「前二輯のように、方言とその使用地を羅列するだけでなく、簡単な解説と図版説明を付けた。ただ、方言系統別による民具の
形状との関係、形状からみた名称と使用地の関係などの観点から整理して説明すべきであった」「具合が悪く、第二輯の刊行後
４年もかかってしまった」

4 1 5 118 （原稿12枚）蒲原有明序文『静岡県方言集』（昭和９年２月発行） 118 訪ねてきた内田武志に郷土研究を勧めたこと、武志自身による実地調査に基づくことなどを書く。

4 1 6 ① 119 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和11年４月19日付、宛先住所：静岡市西草深町73 119 「静岡方言誌第一輯のいよいよできることを喜びたい。借用していた民間伝承を返却する。民俗の詳細を極めた報告書は頭に入
らなくなってきているので、柳田国男から大局的な論文を出してほしい」

4 1 6 ② 120 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和11年９月８日付、宛先住所：東京市芝区三田台町一丁目
17 120 『鹿角方言集』贈呈の返礼。「原稿を初めて見せてもらったときの驚きが忘れられない。序文で東條操が『静岡県方言集』を推賞

しているのも快心である。東京への転居を別家族だと誤解していた。容易に会うことができず寂しく思う」

4 1 6 ③ 121 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和11年12月22日付、宛先住所：東京市杉並区馬橋４ノ
491 121 『静岡県方言誌　分布調査第一輯　動植物篇』贈呈の返礼。「寄贈ばかりもいけないので送金をする。次篇も送ってほしい。武志

が静岡を離れてから、民俗学に疎くなってしまった」。（内田家の引っ越しの理由は、【Ｆ5-1-1】にあり）

4 2 1 122 （別刷、コピー）内田武志「星座和名小考─静岡県を中心にして─」（『静岡県郷土研究』第三輯、昭和９年７
月18日） 122 「前年の『方言』【Ｆ3-2-1】に、三つ星・すばる星・北極星・北斗七星・明星を載せたので、それ以外の小熊座など10の星座の方言。

県外の資料の中には野尻抱影収集を拝借したものもある」。発行：静岡県郷土研究協会（静岡県庁教育課内）

4 2 2 123 （別刷、雑誌切抜）内田武志「静岡県の幼言葉」（『方言』第４巻８号、昭和９年８月） 123 昭和８年～同９年４月までに３回に亘って調査紙を配布。主に静岡女子師範学校の生徒が帰省した際に収集したものを整理。既
刊書からは採っていない。教師は森田勝であることを冒頭の凡例に明示。

4 2 3 ① 124 （雑誌切抜、コピー）内田武志「流星の方言と俗信其他（一）」（『旅と伝説』第７巻９号、昭和９年９月） 124 「天体星座に関する方言と俗信を蒐集したいと思って努力している。調査は、静岡男女両師範学校、焼津水産学校、各地の中小
学校からの協力を得た」。流星の方言と流星の俗信。

4 2 3 ② 125 （雑誌切抜、コピー）内田武志「流星の方言と俗信其他（二）」（『旅と伝説』第７巻10号、昭和９年10月） 125 同上。月、天の河、彗星、白昼の星、雲中の星、星を数へる、其他の俗信。

4 2 4 126 （雑誌切抜、コピー）内田武志「餅と団子の名称（静岡県）」（『旅と伝説』第７巻１号、昭和９年１月） 126 「定まった日にだけ作る餅や団子などで、特に名称を持つものだけを整理した」

4 2 5 127 （雑誌切抜、コピー）内田武志「田下駄の方言と形態」（『旅と伝説』第７巻６号、昭和９年６月） 127 「田下駄の方言と形態について本年三月頃に調査してみた」。14図。遠州地方では用いず、伊豆地方と富士山麓で用いることを
地質から考察している。『旅と伝説』は脱稿日を明示しており、ここでは末尾に（九・四・卅）とある。

4 2 6 128 （雑誌切抜、コピー）内田武志「海の話と語彙」（『旅と伝説』第７巻２号、昭和９年２月） 128 「一昨年の秋、焼津地方の漁業に関することを調べるために歩き回った時に聞いた昔話である」と聞き取り調査時のようすを冒
頭に書く。「焼津水産学校の生徒２人が、郷里の漁村語彙を調べてくれた。→茨城県平磯町・福島県小名浜町」

86（11）（10）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

3 4 5 ① 98 （書簡）常田純（浪岡町）書簡内田ハチ宛、昭和57年10月21日付 98 渡辺カネに関する問合せへの返信。渡辺カネは常田純の祖母で、十勝に住んだ人。

3 4 5 ② 99 （書簡）常田純書簡内田ハチ宛、昭和57年10月21日消印、『とかち奇談』・『続とかち奇談』のコピー入 99

3 4 6 ① 100 （書簡）磯貝勇ハガキ、昭和32年６月17日付 100 贈呈本への返礼。索引を付けることなどをアドバイスしている。「知里さんから音沙汰がない。高志路を手伝っている」。新潟市
立工業高等学校勤務。宛先住所：秋田市保戸野川反11

3 4 6 ② 101 （書簡）磯貝勇ハガキ、昭和32年８月４日付 101 佐渡の絵葉書。「古美術のグループに便乗して佐渡に行ってきた」

3 5 1 102 （用紙）内田寛死亡報（昭和８年８月10日、静岡日本基督教会月報　昭和８年８月20日付） 102
12日に教会で葬儀をおこなった。大正15年１月10日に鎌倉教会から転入。『鹿角方言集』は寛と武志が編纂したとして、今秋
出版を予告。『鹿角方言集』は言語誌叢刊の一冊として昭和11年９月に刊行。自序は昭和８年、追記に兄寛と中村協平について
言及する。

3 5 2 103 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和８年９月５日付 103 内田武志が亡くなった兄の方言関係の原稿を出版しようとしたのに対し、原稿を東條操などが見ていないので整理して批評を受
けるよう勧める。墓地の地名（『旅と伝説』第６巻９号、昭和８年９月）に対して間違いだと指摘する。書簡の結びは「内田武志君」。

3 5 3 ① 104 （書写原稿）渋沢敬三『犬歩当棒録』の旅程（①昭和８年９月、②昭和９年９月～ 10月、③昭和17年７月
19日～ 26日） 104 いずれも秋田に来ている。①武藤鉄城同行、②吉田三郎宅泊、③菅江真澄墓碑、石川理紀之助旧跡訪問

3 5 3 ② 105 （新聞コピー）武藤鉄城（物好庵）「奥羽山脈に楕円を描く（一）～（二十）」（昭和８年11月４日から掲載、
秋田魁新報） 105 昭和８年９月30日～ 10月３日・３泊４日、渋沢敬三一行による秋田岩手の旅の案内記。（二）で小木田家軸装二点の最近発見

についての言及がある。

3 6 1 106 （伝記原稿24枚）『静岡県方言集』（昭和９年２月）について 106
題に「三、静岡県の方言民俗調査と昔話調査　①『静岡県方言集』」とある。『静岡県方言集』は、昭和９年２月25日、静岡市
谷島屋書店内麗沢叢書刊行会第八輯として刊行。蒲原有明序文を含む。「往復ハガキによる方言調査では効果が上がらないため、
静岡県師範学校の協力を得た。『静岡県方言辞典』の地域分布が大雑把で役立たないため、原本のある師範学校で写したのがきっ
かけ」

3 6 2 107 （伝記原稿11枚）『静岡県伝説昔話集』（昭和９年３月）について【上記F3-6-1の続き】 107
「②『静岡県伝説昔話集』」とある。『静岡県伝説昔話集』は昭和９年３月、静岡市谷嶋屋書店、非売品、静岡県女子師範学校郷
土研究会編として刊行。原稿整理を内田武志がおこない、編集者として教諭森田勝の名がある。柳田国男からは、評価とすぐに
優れた話者に接触しなかったことへの苦言があった。

4 1 1 ① 108 （書簡、書写原稿）新村出（京都大学教授）ハガキ、昭和９年３月２日付 108 『静岡県方言集』贈呈の返礼。「静岡に帰省した折に会いたい。法月氏によろしく」

4 1 1 ② 109 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年３月28日付 109 『静岡県伝説昔話集』贈呈の返礼。「うぶな筆致にて方言のままにて報告あるなど却て興味多く候」

4 1 1 ③ 110 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年４月15日付 110 静岡帰省の際に面会するため、日程を知らせる。

4 1 1 ④ 111 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年４月20日付 111 「風邪で静養のため、静岡には帰省しなかった。申し訳ない」

4 1 1 ⑤ 112 （書簡、書写原稿）新村出ハガキ、昭和９年５月22日付 112 「面会できて良かった。本日から柳田国男が京大で約２週間に亘って民間信仰について講義をする予定。静岡での話をした。
３０日には方言の会が催される予定」

4 1 2 ① 113 （コピー）渋沢敬三の名のある芳名録（県立図書館名士芳名録昭和９年８月５日） 113 静岡県立葵文庫（現：静岡県立中央図書館）。渋沢敬三はこの時、静岡県葵文庫長貞松修蔵から内田武志を紹介された（「歩けぬ
探訪者」、『日本星座方言資料』序）。

4 1 2 ② 114 （コピー）『厚生新編』旧版（昭和12年）の巻頭頁、献辞「謹みて　子爵故渋沢栄一氏の霊に捧ぐ」とあり。 114 昭和12年貞松修蔵葵文庫初代館長の尽力で活字化された。

4 1 2 ③ 115 （パンフレット）『厚生新編』（発行は昭和53年）の出版内容見本 115 静岡県立中央図書館所蔵。全５巻別巻１。大槻玄沢、宇田川榕庵らによる江戸時代最大のショメール百科事典翻訳。

4 1 3 116 （紹介状）内田ハチに関する柳田国男による仲原善忠への紹介状（柳田国男自筆） 116 「東京女子高等師範学校を卒業し、ハチ自身も希望しているので、まだ求人に空きがあったら成城小学校の理科教師候補に入れ
てほしい」

4 1 4 117 （書写原稿）内田武志『静岡県方言誌　分布調査第三輯　民具篇』後記（昭和16年４月10日発行） 117
「前二輯のように、方言とその使用地を羅列するだけでなく、簡単な解説と図版説明を付けた。ただ、方言系統別による民具の
形状との関係、形状からみた名称と使用地の関係などの観点から整理して説明すべきであった」「具合が悪く、第二輯の刊行後
４年もかかってしまった」

4 1 5 118 （原稿12枚）蒲原有明序文『静岡県方言集』（昭和９年２月発行） 118 訪ねてきた内田武志に郷土研究を勧めたこと、武志自身による実地調査に基づくことなどを書く。

4 1 6 ① 119 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和11年４月19日付、宛先住所：静岡市西草深町73 119 「静岡方言誌第一輯のいよいよできることを喜びたい。借用していた民間伝承を返却する。民俗の詳細を極めた報告書は頭に入
らなくなってきているので、柳田国男から大局的な論文を出してほしい」

4 1 6 ② 120 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和11年９月８日付、宛先住所：東京市芝区三田台町一丁目
17 120 『鹿角方言集』贈呈の返礼。「原稿を初めて見せてもらったときの驚きが忘れられない。序文で東條操が『静岡県方言集』を推賞

しているのも快心である。東京への転居を別家族だと誤解していた。容易に会うことができず寂しく思う」

4 1 6 ③ 121 （書簡、書写原稿）蒲原有明書簡（蒲原隼雄）、昭和11年12月22日付、宛先住所：東京市杉並区馬橋４ノ
491 121 『静岡県方言誌　分布調査第一輯　動植物篇』贈呈の返礼。「寄贈ばかりもいけないので送金をする。次篇も送ってほしい。武志

が静岡を離れてから、民俗学に疎くなってしまった」。（内田家の引っ越しの理由は、【Ｆ5-1-1】にあり）

4 2 1 122 （別刷、コピー）内田武志「星座和名小考─静岡県を中心にして─」（『静岡県郷土研究』第三輯、昭和９年７
月18日） 122 「前年の『方言』【Ｆ3-2-1】に、三つ星・すばる星・北極星・北斗七星・明星を載せたので、それ以外の小熊座など10の星座の方言。

県外の資料の中には野尻抱影収集を拝借したものもある」。発行：静岡県郷土研究協会（静岡県庁教育課内）

4 2 2 123 （別刷、雑誌切抜）内田武志「静岡県の幼言葉」（『方言』第４巻８号、昭和９年８月） 123 昭和８年～同９年４月までに３回に亘って調査紙を配布。主に静岡女子師範学校の生徒が帰省した際に収集したものを整理。既
刊書からは採っていない。教師は森田勝であることを冒頭の凡例に明示。

4 2 3 ① 124 （雑誌切抜、コピー）内田武志「流星の方言と俗信其他（一）」（『旅と伝説』第７巻９号、昭和９年９月） 124 「天体星座に関する方言と俗信を蒐集したいと思って努力している。調査は、静岡男女両師範学校、焼津水産学校、各地の中小
学校からの協力を得た」。流星の方言と流星の俗信。

4 2 3 ② 125 （雑誌切抜、コピー）内田武志「流星の方言と俗信其他（二）」（『旅と伝説』第７巻10号、昭和９年10月） 125 同上。月、天の河、彗星、白昼の星、雲中の星、星を数へる、其他の俗信。

4 2 4 126 （雑誌切抜、コピー）内田武志「餅と団子の名称（静岡県）」（『旅と伝説』第７巻１号、昭和９年１月） 126 「定まった日にだけ作る餅や団子などで、特に名称を持つものだけを整理した」

4 2 5 127 （雑誌切抜、コピー）内田武志「田下駄の方言と形態」（『旅と伝説』第７巻６号、昭和９年６月） 127 「田下駄の方言と形態について本年三月頃に調査してみた」。14図。遠州地方では用いず、伊豆地方と富士山麓で用いることを
地質から考察している。『旅と伝説』は脱稿日を明示しており、ここでは末尾に（九・四・卅）とある。

4 2 6 128 （雑誌切抜、コピー）内田武志「海の話と語彙」（『旅と伝説』第７巻２号、昭和９年２月） 128 「一昨年の秋、焼津地方の漁業に関することを調べるために歩き回った時に聞いた昔話である」と聞き取り調査時のようすを冒
頭に書く。「焼津水産学校の生徒２人が、郷里の漁村語彙を調べてくれた。→茨城県平磯町・福島県小名浜町」

87（10）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

3 2 3 ③ 66 （雑誌切抜、コピー）内田武志「墓地の地名」（『旅と伝説』第６巻９号、昭和８年９月）　 66
「大正初年に編纂されて今写本で残っている当静岡県の各町村誌を見ると、墓地に関する事項中に其墓地の置かれてゐる小字名
が記されている」として、安倍郡清沢村誌、同中藁科村誌、同三和村誌、同大河内村誌、同有度村誌から拾っている。【F3-5-2
に柳田国男による批判的な論評有】

3 2 3 ④ 67 （雑誌切抜、コピー）内田武志「餅で表戸に「大」と書くこと」（『旅と伝説』第６巻11号、昭和８年11月） 67 大子講について、雪国の習俗と比較した上での静岡県内各町村誌からの抜き出し。

3 2 3 ⑤ 68 （雑誌切抜、コピー）内田武志「郷土玩具オカンジヤケ異名集」（『旅と伝説』第６巻12号、昭和８年12月） 68 「初夏の頃、筍が小枝を出し始めた新竹を二節ほど切り、先を小石などで叩いて繊維ばかりにする。それを用いて子どもらが遊ぶ。
静岡県内では、病のまじないにしたところもある」

3 2 4 69 （コピー）内田武志「星の話」（『国語』郷土研究号、昭和８年７月） 69 『国語』静岡師範学校国語科、静岡吉見書店発行（次項参考のこと）。「日本には星に関する文学や伝説が乏しいが、常民が星に
無関心であったわけではない。地元の星の話を集めてみると、説話・異名など興味深いはずだ。北極星と北斗七星の例を挙げる」

3 2 5 70 （コピー）内田武志「静岡市近傍漁業語彙」（『静岡県郷土研究』第一輯、昭和８年10月27日） 70
【F3-3-4-①】の再掲であるが、法月俊郎の勧めで新語彙を加えると序文にある。210語近くを挙げる。「自分が近年静岡市近傍
の漁村を歩いてみて、…」とある。発行は、静岡県郷土研究協会（静岡県庁教育課内）。星の方言に関しては、静岡民友新聞と『国
語』（静岡師範学校国語科発行）に掲載したと巻末にある。

3 3 1 ① 71 （コピー）内田武志「静岡県ジャンケン称呼集」（『方言と土俗』第３巻第10号、昭和８年２月10日、謄写版） 71 ジャンケンのかけ声55種と名称（かけ声の種類とは一致しない）を書いている。地域を示している。

3 3 1 ② 72 （コピー）『方言と土俗』第３巻第11号、昭和８年３月１日、謄写版 72 「新刊雑誌要目」に『方言』第３巻第２号「静岡市近傍漁業語彙」の紹介があり、「採集の内では、高尚な部門である」の寸評がある。

3 3 1 ③ 73 （コピー）内田武志「静岡県人形方言集」（『方言と土俗』第３巻第12号、昭和８年４月10日、謄写版）、第
３巻の総目録あり 73

土人形、紙人形のそれぞれの方言を挙げる。末尾に（八・二・二四）とある。総目録に書き出しあり。４号「静岡県植物方言」、
５号「家畜を呼び寄せる語」、７号「静岡県蟻地獄方言集」、８号「静岡県団栗方言」、10号「静岡県ジャンケン称呼集」、12号

「静岡県人形方言集」

3 3 2 ① 74 （コピー）『方言と土俗』第４巻第１号 74 「新刊雑誌要目」に『土の香』第９巻第２号（４月）「丁斑魚（メダカ）の方言」の紹介があるが寸評はなし。

3 3 2 ② 75 （コピー）内田武志「「眩しい」の方言（静岡県）」（『方言と土俗』第４巻第２号、昭和８年６月10日、謄写版） 75 「新刊雑誌要目」に『土の香』第50輯（５月）「静岡県蚯蚓の方言」の紹介があり、「蚯蚓の汎称がこれ程あるとは予想しなかっ
た。これだけは真似手が出ない」の寸評がある。

3 3 2 ③ 76 （コピー）内田武志「静岡県人形遊びの方言」（『方言と土俗』第４巻第３号、昭和８年７月10日、謄写版） 76

3 3 2 ④ 77 （コピー）『方言と土俗』第４巻第４号、謄写版 77 「新刊雑誌要目」に『土の香』51号（６月）「黒子と踵の方言」の紹介があるが寸評はなし。

3 3 2 ⑤ 78 （コピー）『方言と土俗』第４巻第５号、謄写版 78 「近刊予告」に『秋田県鹿角郡方言集』、「新刊雑誌要目」に『方言』第３巻第８号（８月）「星の和名（静岡県其他）」の紹介あり。
寸評に「星の方言を集めて、これだけ成功した人は未だ嘗て無かった」とある。

3 3 2 ⑥ 79 （コピー）『方言と土俗』第４巻第６号10月号、謄写版 79 「新刊雑誌要目」に『土の香』第10巻第２号（９月）「摺木と摺鉢の方言（静岡県）」の紹介あり。寸評に「そんなに力瘤を入れ
る程のものでもない」とある。

3 3 2 ⑦ 80 （コピー）『方言と土俗』第４巻第７号11月号、第１巻～第４巻総目録、会員名簿、謄写版 80
「方言地理（局部的）」で第２巻に１、第３巻に４、第４巻に２の論考。「方言語彙」で第３巻に２の論考。「土俗」で第１巻に１、
第２巻に１の論考。会員に内田武志のほか、有賀喜左衛門、金田一京助、大藤時彦、東條操、折口信夫、磯貝勇らの名がある。
秋田県は細谷則理だけ。

3 3 3 ① 81 （コピー）内田武志「丁斑魚の方言─静岡県─」（『土の香』第９巻２号、昭和８年４月、謄写版） 81 36種。末尾に「「土のいろ」第８巻第５号に発表になりました、佐々木清治氏の丁斑魚考にありますものは、ここでは除きまし
た」とある。

3 3 3 ② 82 （コピー）内田武志「静岡県蚯蚓の方言」（『土の香』第９巻３号、昭和８年５月、謄写版） 82

3 3 3 ③ 83 （コピー）内田武志「黒子と踵の方言（静岡県）」（『土の香』第９巻４号、昭和８年６月、謄写版） 83 「ホクロ」や「カカト」の標準的な呼び方は除くとする。伊豆地方は、両方とも標準的な呼び方だとする。

3 3 3 ④ 84 （コピー）内田武志「摺木と摺鉢の方言＝静岡県＝」（『土の香』第10巻２号、昭和８年９月、謄写版） 84

3 3 4 ① 85 （雑誌切抜）内田武志「静岡市近傍漁業語彙」（『方言』第３巻２号、昭和８年２月） 85 「昨年の夏、聴き歩いたものを不十分ではあるが一先整理することにした」とある。安倍郡長田村、安倍郡大谷村、志太郡焼津町、
３箇所の調査を、方向・風・潮の満干・魚群・魚商・雑に関するものに分類。『方言』は春陽堂発行。

3 3 4 ② 86 （雑誌切抜）内田武志「蛇に関する方言」（『方言』第３巻12号、昭和８年12月） 86 本誌第２巻第４号掲載の柳田国男「なぶさ考」に刺激を受けた。静岡県と青森県の例を挙げるが、青森県の例については、「本
年三月休暇に青森女子師範学校生徒諸氏と、小学校数校に方言調査を依頼することが出来た」とする。

3 4 1 ① 87 （メモ書き）「アイヌ星名資料」の構成 87 書簡等を組み合わせた構成表（ハチによる）

3 4 1 ② 88 （▲書簡一部、書写原稿）今井純宛内田武志書簡、昭和８年６月15日付 88 宵の明星、暁の明星、すばる星、三つ星に関するアイヌ語の問合せ。２枚目だけであるため、下記資料とともに返送されたものか。

3 4 1 ③ 89 （△書簡、書写原稿）今井純宛渡辺カネ書簡、昭和８年８月15日付　【△は他者宛書簡】 89 星に関するアイヌ語調査の戻し、古川辰五郎（アイヌ名を持つ）の住所を教示。

3 4 1 ④ 90 （書簡なし、書写原稿）金田一京助ハガキ、昭和８年６月14日付　【F3-4-3-②に実物、書写原稿あり】 90

3 4 1 ⑤ 91 （書簡なし、書写原稿）金田一京助書簡、昭和８年８月16日、見出しだけで内容の書写はなし 91

3 4 2 ① 92 （コピー）野尻抱影「アイヌの星」（『日本の星』、昭和11年、研究社）の一部 92 279頁に「内田武志氏から金田一京助氏に問ひ合されたアイヌの星名その他を報ぜられた」とある。

3 4 2 ② 93 （メモ書き）野尻抱影の記述と内田武志の報告等との対比表 93 上記の記述についての間違いを正す意図があったか。

3 4 2 ③ 94 （書写用紙）『プリニウスの博物誌Ⅰ』より 94 「地球が球形であることによる現象として、地球の南北では双方の星が見えなかったり、星座の一部が見えなかったりすること
がある」などの部分を引いている。

3 4 3 ① 95 （書簡、書写原稿）金田一京助書簡、昭和８年６月６日付、封筒なし 95 内田武志が金田一京助にアイヌ語の星名（十勝地方）を尋ねたのに対する返書。金田一がわからないアイヌ語について、「誰が
誰から聞いたか」を尋ねている。武志はそれを問い質していると感じた（次項の書簡から）。

3 4 3 ② 96 （書簡、書写原稿）金田一京助ハガキ、昭和８年６月14日付 96 ６月６日付書簡に対する返答が内田武志からあったようだ。「誰が誰から聞いたか」を具体的に知りたかったのではなく、「誰が
そう教えたか知らないが」という一文であったと述べている。アイヌ語星名を語釈。

3 4 4 97 （書簡）知里真志保ハガキ、昭和32年８月10日消印 97 ６月25日付書簡と贈呈本への返礼。「自分自身の入院と療養、家族の入院が続いて返信ができなかった」。星名の資料を送ると
の約束。危篤の父を見舞うために車中で書き、切手を貼らずに投函している。

88（9）（8）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

3 2 3 ③ 66 （雑誌切抜、コピー）内田武志「墓地の地名」（『旅と伝説』第６巻９号、昭和８年９月）　 66
「大正初年に編纂されて今写本で残っている当静岡県の各町村誌を見ると、墓地に関する事項中に其墓地の置かれてゐる小字名
が記されている」として、安倍郡清沢村誌、同中藁科村誌、同三和村誌、同大河内村誌、同有度村誌から拾っている。【F3-5-2
に柳田国男による批判的な論評有】

3 2 3 ④ 67 （雑誌切抜、コピー）内田武志「餅で表戸に「大」と書くこと」（『旅と伝説』第６巻11号、昭和８年11月） 67 大子講について、雪国の習俗と比較した上での静岡県内各町村誌からの抜き出し。

3 2 3 ⑤ 68 （雑誌切抜、コピー）内田武志「郷土玩具オカンジヤケ異名集」（『旅と伝説』第６巻12号、昭和８年12月） 68 「初夏の頃、筍が小枝を出し始めた新竹を二節ほど切り、先を小石などで叩いて繊維ばかりにする。それを用いて子どもらが遊ぶ。
静岡県内では、病のまじないにしたところもある」

3 2 4 69 （コピー）内田武志「星の話」（『国語』郷土研究号、昭和８年７月） 69 『国語』静岡師範学校国語科、静岡吉見書店発行（次項参考のこと）。「日本には星に関する文学や伝説が乏しいが、常民が星に
無関心であったわけではない。地元の星の話を集めてみると、説話・異名など興味深いはずだ。北極星と北斗七星の例を挙げる」

3 2 5 70 （コピー）内田武志「静岡市近傍漁業語彙」（『静岡県郷土研究』第一輯、昭和８年10月27日） 70
【F3-3-4-①】の再掲であるが、法月俊郎の勧めで新語彙を加えると序文にある。210語近くを挙げる。「自分が近年静岡市近傍
の漁村を歩いてみて、…」とある。発行は、静岡県郷土研究協会（静岡県庁教育課内）。星の方言に関しては、静岡民友新聞と『国
語』（静岡師範学校国語科発行）に掲載したと巻末にある。

3 3 1 ① 71 （コピー）内田武志「静岡県ジャンケン称呼集」（『方言と土俗』第３巻第10号、昭和８年２月10日、謄写版） 71 ジャンケンのかけ声55種と名称（かけ声の種類とは一致しない）を書いている。地域を示している。

3 3 1 ② 72 （コピー）『方言と土俗』第３巻第11号、昭和８年３月１日、謄写版 72 「新刊雑誌要目」に『方言』第３巻第２号「静岡市近傍漁業語彙」の紹介があり、「採集の内では、高尚な部門である」の寸評がある。

3 3 1 ③ 73 （コピー）内田武志「静岡県人形方言集」（『方言と土俗』第３巻第12号、昭和８年４月10日、謄写版）、第
３巻の総目録あり 73

土人形、紙人形のそれぞれの方言を挙げる。末尾に（八・二・二四）とある。総目録に書き出しあり。４号「静岡県植物方言」、
５号「家畜を呼び寄せる語」、７号「静岡県蟻地獄方言集」、８号「静岡県団栗方言」、10号「静岡県ジャンケン称呼集」、12号

「静岡県人形方言集」

3 3 2 ① 74 （コピー）『方言と土俗』第４巻第１号 74 「新刊雑誌要目」に『土の香』第９巻第２号（４月）「丁斑魚（メダカ）の方言」の紹介があるが寸評はなし。

3 3 2 ② 75 （コピー）内田武志「「眩しい」の方言（静岡県）」（『方言と土俗』第４巻第２号、昭和８年６月10日、謄写版） 75 「新刊雑誌要目」に『土の香』第50輯（５月）「静岡県蚯蚓の方言」の紹介があり、「蚯蚓の汎称がこれ程あるとは予想しなかっ
た。これだけは真似手が出ない」の寸評がある。

3 3 2 ③ 76 （コピー）内田武志「静岡県人形遊びの方言」（『方言と土俗』第４巻第３号、昭和８年７月10日、謄写版） 76

3 3 2 ④ 77 （コピー）『方言と土俗』第４巻第４号、謄写版 77 「新刊雑誌要目」に『土の香』51号（６月）「黒子と踵の方言」の紹介があるが寸評はなし。

3 3 2 ⑤ 78 （コピー）『方言と土俗』第４巻第５号、謄写版 78 「近刊予告」に『秋田県鹿角郡方言集』、「新刊雑誌要目」に『方言』第３巻第８号（８月）「星の和名（静岡県其他）」の紹介あり。
寸評に「星の方言を集めて、これだけ成功した人は未だ嘗て無かった」とある。

3 3 2 ⑥ 79 （コピー）『方言と土俗』第４巻第６号10月号、謄写版 79 「新刊雑誌要目」に『土の香』第10巻第２号（９月）「摺木と摺鉢の方言（静岡県）」の紹介あり。寸評に「そんなに力瘤を入れ
る程のものでもない」とある。

3 3 2 ⑦ 80 （コピー）『方言と土俗』第４巻第７号11月号、第１巻～第４巻総目録、会員名簿、謄写版 80
「方言地理（局部的）」で第２巻に１、第３巻に４、第４巻に２の論考。「方言語彙」で第３巻に２の論考。「土俗」で第１巻に１、
第２巻に１の論考。会員に内田武志のほか、有賀喜左衛門、金田一京助、大藤時彦、東條操、折口信夫、磯貝勇らの名がある。
秋田県は細谷則理だけ。

3 3 3 ① 81 （コピー）内田武志「丁斑魚の方言─静岡県─」（『土の香』第９巻２号、昭和８年４月、謄写版） 81 36種。末尾に「「土のいろ」第８巻第５号に発表になりました、佐々木清治氏の丁斑魚考にありますものは、ここでは除きまし
た」とある。

3 3 3 ② 82 （コピー）内田武志「静岡県蚯蚓の方言」（『土の香』第９巻３号、昭和８年５月、謄写版） 82

3 3 3 ③ 83 （コピー）内田武志「黒子と踵の方言（静岡県）」（『土の香』第９巻４号、昭和８年６月、謄写版） 83 「ホクロ」や「カカト」の標準的な呼び方は除くとする。伊豆地方は、両方とも標準的な呼び方だとする。

3 3 3 ④ 84 （コピー）内田武志「摺木と摺鉢の方言＝静岡県＝」（『土の香』第10巻２号、昭和８年９月、謄写版） 84

3 3 4 ① 85 （雑誌切抜）内田武志「静岡市近傍漁業語彙」（『方言』第３巻２号、昭和８年２月） 85 「昨年の夏、聴き歩いたものを不十分ではあるが一先整理することにした」とある。安倍郡長田村、安倍郡大谷村、志太郡焼津町、
３箇所の調査を、方向・風・潮の満干・魚群・魚商・雑に関するものに分類。『方言』は春陽堂発行。

3 3 4 ② 86 （雑誌切抜）内田武志「蛇に関する方言」（『方言』第３巻12号、昭和８年12月） 86 本誌第２巻第４号掲載の柳田国男「なぶさ考」に刺激を受けた。静岡県と青森県の例を挙げるが、青森県の例については、「本
年三月休暇に青森女子師範学校生徒諸氏と、小学校数校に方言調査を依頼することが出来た」とする。

3 4 1 ① 87 （メモ書き）「アイヌ星名資料」の構成 87 書簡等を組み合わせた構成表（ハチによる）

3 4 1 ② 88 （▲書簡一部、書写原稿）今井純宛内田武志書簡、昭和８年６月15日付 88 宵の明星、暁の明星、すばる星、三つ星に関するアイヌ語の問合せ。２枚目だけであるため、下記資料とともに返送されたものか。

3 4 1 ③ 89 （△書簡、書写原稿）今井純宛渡辺カネ書簡、昭和８年８月15日付　【△は他者宛書簡】 89 星に関するアイヌ語調査の戻し、古川辰五郎（アイヌ名を持つ）の住所を教示。

3 4 1 ④ 90 （書簡なし、書写原稿）金田一京助ハガキ、昭和８年６月14日付　【F3-4-3-②に実物、書写原稿あり】 90

3 4 1 ⑤ 91 （書簡なし、書写原稿）金田一京助書簡、昭和８年８月16日、見出しだけで内容の書写はなし 91

3 4 2 ① 92 （コピー）野尻抱影「アイヌの星」（『日本の星』、昭和11年、研究社）の一部 92 279頁に「内田武志氏から金田一京助氏に問ひ合されたアイヌの星名その他を報ぜられた」とある。

3 4 2 ② 93 （メモ書き）野尻抱影の記述と内田武志の報告等との対比表 93 上記の記述についての間違いを正す意図があったか。

3 4 2 ③ 94 （書写用紙）『プリニウスの博物誌Ⅰ』より 94 「地球が球形であることによる現象として、地球の南北では双方の星が見えなかったり、星座の一部が見えなかったりすること
がある」などの部分を引いている。

3 4 3 ① 95 （書簡、書写原稿）金田一京助書簡、昭和８年６月６日付、封筒なし 95 内田武志が金田一京助にアイヌ語の星名（十勝地方）を尋ねたのに対する返書。金田一がわからないアイヌ語について、「誰が
誰から聞いたか」を尋ねている。武志はそれを問い質していると感じた（次項の書簡から）。

3 4 3 ② 96 （書簡、書写原稿）金田一京助ハガキ、昭和８年６月14日付 96 ６月６日付書簡に対する返答が内田武志からあったようだ。「誰が誰から聞いたか」を具体的に知りたかったのではなく、「誰が
そう教えたか知らないが」という一文であったと述べている。アイヌ語星名を語釈。

3 4 4 97 （書簡）知里真志保ハガキ、昭和32年８月10日消印 97 ６月25日付書簡と贈呈本への返礼。「自分自身の入院と療養、家族の入院が続いて返信ができなかった」。星名の資料を送ると
の約束。危篤の父を見舞うために車中で書き、切手を貼らずに投函している。

89（8）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

1 4 3 ⑤ 33 （冊子）『菅江真澄の日記』（昭和23年８月10日発行） 33

2 1 1 34 （戸籍）内田修三家戸籍【※非公開】 34

2 2 1 ① 35 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和５年10月20日付 35 武志の原稿（「二度目の蒐集二」とある）にある「いつかそめたす」「ヲサメ」の解釈に対する批評で、手厳しい内容。「将来は
成るべく読書と考察の方へ心を傾けたまふべく候」で結ぶ。宛先住所：静岡市西草深町73

2 2 1 ② 36 （コピー）静岡県立葵文庫来館記念芳名録・柳田国男部分、昭和５年３月９日 36

2 2 2 ① 37 （コピー）『民俗学』第２巻目次（昭和５年分） 37 内田武志「年中行事─秋田県鹿角郡宮川村地方」は「資料・報告」としての位置づけ。

2 2 2 ② 38 （コピー）内田武志「年中行事─秋田県鹿角郡宮川村地方」掲載分、（『民俗学』昭和５年２月、３月､５月、７月、
10月、11月） 38 年中行事を発行月に合わせて掲載。他地方の報告と合わせて掲載された。

2 2 2 ③ 39 （コピー）内田武志「秋田県鹿角郡宮川村地方俗信集」、会員名簿（二）（『方言と土俗』第１巻７号、昭和５
年12月10日、謄写版） 39 俗信の116項目を挙げる。

2 3 1 ① 40 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和６年８月20日付 40 「鹿角方言」に対する批評。東條操の評価を伝えて出版した方がいいとする一方で、語彙と方言発音の区別、語彙がいたずらに多い、
創作字は感心しない等の批評を交える。

2 3 1 ② 41 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和６年12月14日付 41 長門俵山温泉への療養を勧める。お金の工面にも配慮している。

2 3 2 42 （▲書簡草稿）柳田国男宛内田武志書簡草稿、昭和６年４月　【▲は内田武志及びハチ発書簡】 42 「「昔話採集者の為に」（昭和６年４月『旅と伝説　昔話特輯号』）を読んで、昔話採集に今後も励みたいと思った」。鹿角郡地方
の昔語りの特徴を述べる。

2 3 3 ① 43 （コピー）内田武志「秋田県鹿角郡宮川村地方童謡」（『民俗学』第３巻３号、昭和６年３月） 43 短編の童謡７編を採録。

2 3 3 ② 44 （コピー）内田武志「（童謡）秋田県鹿角郡花輪町・尾去沢・宮川村地方」（『民俗学』第３巻４号、昭和６年４月） 44 じやっく（お手玉）唄を採録。

2 3 4 45 （コピー）内田武志「鹿角郡昔話」（『旅と伝説』第４巻第４号、昭和６年４月） 45 冒頭に（秋田県鹿角郡宮川村長峰、話者阿部てい四十九歳、以下同）とある。猿と蟹、米ぶき・粟ぶき、鼠の国、瓜子姫子、歌
をうたふ猫の５話。掲載以外に６話の採集があったことが編集附記にある。

2 3 5 ① 46 （コピー）内田武志「鹿角の童謡」（『方言と土俗』第２巻第２号、昭和６年６月10日、謄写版） 46 「子供の言葉」に調査者として参加とある。

2 3 5 ② 47 （コピー）「親族名の報告」に内田武志が調査者として参加（『方言と土俗』第２巻第７号、昭和６年11月10
日、謄写版） 47 「オヤカタ」「いとこ」の記述に、秋田県の例示として内田武志採録のものが出てくる。

2 4 1 ① 48 （コピー）静岡民友新聞・内田武志「星に関する県下の方言と俗信（１）」昭和７年５月15日　【F18-5-5が
元原稿】 48 諸外国と異なり、日本の文献に星や星座のことが出てくることは少ないが、人々は星や星座の動きを見ながら、農業や漁業など

に励んでいたとする論旨で記述する。

2 4 1 ② 49 （コピー）静岡民友新聞・内田武志「星に関する県下の方言と俗信（２）」昭和７年５月22日 49

2 4 1 ③ 50 （コピー）静岡民友新聞・内田武志「星に関する県下の方言と俗信（３）」昭和７年５月29日 50

2 4 2 51 （雑誌切抜）内田武志「静岡県稲架の方言と様式」（『方言』第２巻第10号、昭和７年10月） 51 稲架を２型式５種に分類して、静岡県内の分布と呼称を示す。

2 4 3 52 （コピー）内田武志「秋田県鹿角郡花輪町地方童謡」（『民俗学』第４巻第11号、昭和７年11月） 52 お手玉唄を採録。

2 4 4 53 （コピー）内田武志「静岡県片足飛方言」（『土の香』第８巻第１号、昭和７年11月､ 謄写版） 53 コピーに「東京成城大学　柳田文庫蔵本複写」「S57.7.5森山泰太郎」とある。

2 4 5 ① 54 （コピー）内田武志「静岡県飯事方言」（『方言と土俗』第２巻第12号、昭和７年４月10日、謄写版） 54 『方言と土俗』の編集者・発行者は盛岡市・橘正一、一言社。67種。末尾に「以上は静岡女子師範及男子師範生徒の一部に依頼
して調査したものである（十二月七日）」とある。

2 4 5 ② 55 （コピー）内田武志「静岡県植物方言」（『方言と土俗』第３巻第４号、昭和７年８月10日、謄写版） 55 「曼珠沙華、桑の実、椿の実、椿の莟、酢漿草（かたばみ）、鳳仙花、蕗の薹、菫」

2 4 5 ③ 56 （コピー）内田武志「家畜を呼び寄せる語（秋田県鹿角郡宮川村）」（『方言と土俗』第３巻第５号、昭和７年
９月10日、謄写版） 56 「ぢやんけん称呼補遺」もある。

2 4 5 ④ 57 （コピー）内田武志「静岡県蟻地獄方言集」（『方言と土俗』第３巻第７号、昭和７年11月10日、謄写版） 57 蟻地獄方言56種。他に遊び方、地蜘蛛の方言を若干例記載する。

2 4 5 ⑤ 58 （コピー）内田武志「静岡県団栗方言」（『方言と土俗』第３巻第８号、昭和７年12月10日、謄写版） 58 19種。

2 4 6 59 （コピー）飯塚伝太郎「静岡県の郷土研究史」（昭和57年４月）…『静岡県郷土研究』の寄稿者・内田武志に
関する記述あり 59

コピー冒頭に「雑誌『静岡県郷土研究』１～ 20（創刊～終刊、昭和８年～昭和17年）の復刻が刊行されたのでその巻頭に序
文の気持ちで書いたもの（飯塚記す）」とある。志豆波多会、静岡県郷土研究協会設立時の柳田国男講演、法月俊郎、県立図書
館長貞松修蔵についての記述あり。

3 1 1 60 （メモ書き）渋沢敬三著『祭魚洞雑録』の抜書き（昭和８年12月30日、郷土研究社・岡村千秋） 60

3 2 1 61 （別刷、雑誌切抜）内田武志「星の和名」（『方言』第３巻第８号、昭和８年８月） 61 静岡県の「北極星、北斗七星、金星、昴星、三つ星」の呼称と星にまつわる俗信。冒頭に、「一個人では微力で広範囲にはでき
ないため、静岡男子師範、女子師範、焼津水産、豆陽中学校及び各小学校、その他の方々の協力を得た」とある。

3 2 2 ① 62 （コピー）内田武志「猫の尾の毒─毒を感知する鳥から─」（『民俗学』第５巻第５号、昭和８年５月10日） 62 鹿角と静岡における同様の話の紹介。鹿角（昭和６年６月12日、秋田県鹿角郡尾去沢村　栗山てる氏談）、静岡（加藤わい子氏報）。

3 2 2 ② 63 （コピー）内田武志「酒枡星（さかますほし）」（『民俗学』第５巻第10号、昭和８年10月） 63 「民俗学」６月号の桜田勝徳「アテといふ事」（船上で方角や位置を知るための目印）に対する所感。野尻抱影書簡、大言海、雑
誌論考などをさまざまに引用して論を述べている。

3 2 3 ① 64 （雑誌切抜、コピー）内田武志「各地の婚姻習俗─秋田県鹿角郡宮川地方」（『旅と伝説』第６巻１号、昭和８
年１月） 64 結婚式の日取り決めから始まり、結婚式の当日から四日目におこなわれる手伝い人の慰労までの流れを詳細に記録している。

3 2 3 ② 65 （雑誌切抜、コピー）内田武志「静岡県の墓地覆ひ」（『旅と伝説』第６巻７号、昭和８年７月） 65 埋葬後墓場に立てるものの型式を13図で説明する。末尾に（昭和八年四月調査）とある。

90（7）（6）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

1 4 3 ⑤ 33 （冊子）『菅江真澄の日記』（昭和23年８月10日発行） 33

2 1 1 34 （戸籍）内田修三家戸籍【※非公開】 34

2 2 1 ① 35 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和５年10月20日付 35 武志の原稿（「二度目の蒐集二」とある）にある「いつかそめたす」「ヲサメ」の解釈に対する批評で、手厳しい内容。「将来は
成るべく読書と考察の方へ心を傾けたまふべく候」で結ぶ。宛先住所：静岡市西草深町73

2 2 1 ② 36 （コピー）静岡県立葵文庫来館記念芳名録・柳田国男部分、昭和５年３月９日 36

2 2 2 ① 37 （コピー）『民俗学』第２巻目次（昭和５年分） 37 内田武志「年中行事─秋田県鹿角郡宮川村地方」は「資料・報告」としての位置づけ。

2 2 2 ② 38 （コピー）内田武志「年中行事─秋田県鹿角郡宮川村地方」掲載分、（『民俗学』昭和５年２月、３月､５月、７月、
10月、11月） 38 年中行事を発行月に合わせて掲載。他地方の報告と合わせて掲載された。

2 2 2 ③ 39 （コピー）内田武志「秋田県鹿角郡宮川村地方俗信集」、会員名簿（二）（『方言と土俗』第１巻７号、昭和５
年12月10日、謄写版） 39 俗信の116項目を挙げる。

2 3 1 ① 40 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和６年８月20日付 40 「鹿角方言」に対する批評。東條操の評価を伝えて出版した方がいいとする一方で、語彙と方言発音の区別、語彙がいたずらに多い、
創作字は感心しない等の批評を交える。

2 3 1 ② 41 （書簡、書写原稿）柳田国男書簡、昭和６年12月14日付 41 長門俵山温泉への療養を勧める。お金の工面にも配慮している。

2 3 2 42 （▲書簡草稿）柳田国男宛内田武志書簡草稿、昭和６年４月　【▲は内田武志及びハチ発書簡】 42 「「昔話採集者の為に」（昭和６年４月『旅と伝説　昔話特輯号』）を読んで、昔話採集に今後も励みたいと思った」。鹿角郡地方
の昔語りの特徴を述べる。

2 3 3 ① 43 （コピー）内田武志「秋田県鹿角郡宮川村地方童謡」（『民俗学』第３巻３号、昭和６年３月） 43 短編の童謡７編を採録。

2 3 3 ② 44 （コピー）内田武志「（童謡）秋田県鹿角郡花輪町・尾去沢・宮川村地方」（『民俗学』第３巻４号、昭和６年４月） 44 じやっく（お手玉）唄を採録。

2 3 4 45 （コピー）内田武志「鹿角郡昔話」（『旅と伝説』第４巻第４号、昭和６年４月） 45 冒頭に（秋田県鹿角郡宮川村長峰、話者阿部てい四十九歳、以下同）とある。猿と蟹、米ぶき・粟ぶき、鼠の国、瓜子姫子、歌
をうたふ猫の５話。掲載以外に６話の採集があったことが編集附記にある。

2 3 5 ① 46 （コピー）内田武志「鹿角の童謡」（『方言と土俗』第２巻第２号、昭和６年６月10日、謄写版） 46 「子供の言葉」に調査者として参加とある。

2 3 5 ② 47 （コピー）「親族名の報告」に内田武志が調査者として参加（『方言と土俗』第２巻第７号、昭和６年11月10
日、謄写版） 47 「オヤカタ」「いとこ」の記述に、秋田県の例示として内田武志採録のものが出てくる。

2 4 1 ① 48 （コピー）静岡民友新聞・内田武志「星に関する県下の方言と俗信（１）」昭和７年５月15日　【F18-5-5が
元原稿】 48 諸外国と異なり、日本の文献に星や星座のことが出てくることは少ないが、人々は星や星座の動きを見ながら、農業や漁業など

に励んでいたとする論旨で記述する。

2 4 1 ② 49 （コピー）静岡民友新聞・内田武志「星に関する県下の方言と俗信（２）」昭和７年５月22日 49

2 4 1 ③ 50 （コピー）静岡民友新聞・内田武志「星に関する県下の方言と俗信（３）」昭和７年５月29日 50

2 4 2 51 （雑誌切抜）内田武志「静岡県稲架の方言と様式」（『方言』第２巻第10号、昭和７年10月） 51 稲架を２型式５種に分類して、静岡県内の分布と呼称を示す。

2 4 3 52 （コピー）内田武志「秋田県鹿角郡花輪町地方童謡」（『民俗学』第４巻第11号、昭和７年11月） 52 お手玉唄を採録。

2 4 4 53 （コピー）内田武志「静岡県片足飛方言」（『土の香』第８巻第１号、昭和７年11月､ 謄写版） 53 コピーに「東京成城大学　柳田文庫蔵本複写」「S57.7.5森山泰太郎」とある。

2 4 5 ① 54 （コピー）内田武志「静岡県飯事方言」（『方言と土俗』第２巻第12号、昭和７年４月10日、謄写版） 54 『方言と土俗』の編集者・発行者は盛岡市・橘正一、一言社。67種。末尾に「以上は静岡女子師範及男子師範生徒の一部に依頼
して調査したものである（十二月七日）」とある。

2 4 5 ② 55 （コピー）内田武志「静岡県植物方言」（『方言と土俗』第３巻第４号、昭和７年８月10日、謄写版） 55 「曼珠沙華、桑の実、椿の実、椿の莟、酢漿草（かたばみ）、鳳仙花、蕗の薹、菫」

2 4 5 ③ 56 （コピー）内田武志「家畜を呼び寄せる語（秋田県鹿角郡宮川村）」（『方言と土俗』第３巻第５号、昭和７年
９月10日、謄写版） 56 「ぢやんけん称呼補遺」もある。

2 4 5 ④ 57 （コピー）内田武志「静岡県蟻地獄方言集」（『方言と土俗』第３巻第７号、昭和７年11月10日、謄写版） 57 蟻地獄方言56種。他に遊び方、地蜘蛛の方言を若干例記載する。

2 4 5 ⑤ 58 （コピー）内田武志「静岡県団栗方言」（『方言と土俗』第３巻第８号、昭和７年12月10日、謄写版） 58 19種。

2 4 6 59 （コピー）飯塚伝太郎「静岡県の郷土研究史」（昭和57年４月）…『静岡県郷土研究』の寄稿者・内田武志に
関する記述あり 59

コピー冒頭に「雑誌『静岡県郷土研究』１～ 20（創刊～終刊、昭和８年～昭和17年）の復刻が刊行されたのでその巻頭に序
文の気持ちで書いたもの（飯塚記す）」とある。志豆波多会、静岡県郷土研究協会設立時の柳田国男講演、法月俊郎、県立図書
館長貞松修蔵についての記述あり。

3 1 1 60 （メモ書き）渋沢敬三著『祭魚洞雑録』の抜書き（昭和８年12月30日、郷土研究社・岡村千秋） 60

3 2 1 61 （別刷、雑誌切抜）内田武志「星の和名」（『方言』第３巻第８号、昭和８年８月） 61 静岡県の「北極星、北斗七星、金星、昴星、三つ星」の呼称と星にまつわる俗信。冒頭に、「一個人では微力で広範囲にはでき
ないため、静岡男子師範、女子師範、焼津水産、豆陽中学校及び各小学校、その他の方々の協力を得た」とある。

3 2 2 ① 62 （コピー）内田武志「猫の尾の毒─毒を感知する鳥から─」（『民俗学』第５巻第５号、昭和８年５月10日） 62 鹿角と静岡における同様の話の紹介。鹿角（昭和６年６月12日、秋田県鹿角郡尾去沢村　栗山てる氏談）、静岡（加藤わい子氏報）。

3 2 2 ② 63 （コピー）内田武志「酒枡星（さかますほし）」（『民俗学』第５巻第10号、昭和８年10月） 63 「民俗学」６月号の桜田勝徳「アテといふ事」（船上で方角や位置を知るための目印）に対する所感。野尻抱影書簡、大言海、雑
誌論考などをさまざまに引用して論を述べている。

3 2 3 ① 64 （雑誌切抜、コピー）内田武志「各地の婚姻習俗─秋田県鹿角郡宮川地方」（『旅と伝説』第６巻１号、昭和８
年１月） 64 結婚式の日取り決めから始まり、結婚式の当日から四日目におこなわれる手伝い人の慰労までの流れを詳細に記録している。

3 2 3 ② 65 （雑誌切抜、コピー）内田武志「静岡県の墓地覆ひ」（『旅と伝説』第６巻７号、昭和８年７月） 65 埋葬後墓場に立てるものの型式を13図で説明する。末尾に（昭和八年四月調査）とある。

91（6）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

1 1 1 1 （伝記原稿107枚）本論・その一・教育～小学校のころ～ 【F12-1-1の清書原稿】 1 原稿は〔１～ 97〕〔98 ～ 107〕の２種類。つなぎの欠落部分は、【F12-1-1】を参照のこと。

1 1 2 2 （伝記原稿４枚） 本論・その一・教育～移住～、～中等教育・中等教育からの脱落～ 2 年譜風にまとめている。

1 2 1 ① 3 （伝記原稿18枚）二、民俗学を知る～石川啄木書簡～ 3 静岡商業学校の退学から蒲原有明との出会い。民俗学への開眼。

1 2 1 ② 4 （青写真４枚、写真８枚）石川啄木書簡青写真、写真（キャビネ判） 4 石川啄木全集編者の吉田孤羊に送った青写真と同じ。内田武が見出した「石川啄木書簡」が全文写されている。

1 2 2 5 （伝記原稿66枚）二、民俗学を知る～蒲原有明先生と柳田国男先生～ 5 ①昔話─鹿角郡昔話、②方言─鹿角郡方言、③内田武志著『鹿角方言集』。書簡引用が多いため、内容としては【F16-2-1】がまとまっ
ている。

1 3 1 6 （伝記原稿19枚）四、渋沢敬三先生、『静岡県方言誌』　【頁番号〔17 ～ 28〕はF4-3-2-①】 6 〔１～ 16〕渋沢敬三との出会いの経緯。論考引用が多い。〔29 ～ 31〕渋沢敬三が『静岡県方言誌』の出版に興味を示す。

1 3 2 ① 7 （書写原稿）伝記原稿の項目立て…【F1-3-2-④　五、北への志向】 7 ①アチック・父の病・空襲・学徒動員、②疎開、③柳田国男『菅江真澄』を学ぶ、④立山文庫の図書借用・『秋田叢書』メモ作成・
『真澄遊覧記総索引歳時篇』原稿作成、⑤「菅江真澄研究所」「菅江真澄研究会」設立、⑥柳田国男書簡

1 3 2 ② 8 （書写原稿）鹿角転居先住所 8 「内田武志とサト、高橋ツネ伯母（サトの）、高橋正三・せい・ツネ」

1 3 2 ③ 9 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和21年１月７日付 9 「内田君はどうしたろうと気にしていた。焼け残ったために世の中に役立つことをしたい。もう外部との文通は怠ることにした」。
宛先住所：鹿角郡毛馬内町高橋正三氏方「内田武志君」

1 3 2 ④ 10 （伝記原稿８枚）五、北への志向 10 「毛馬内町長伊藤良三から秋田叢書と同別集を借用した（当時、立山文庫の管理者）」

1 3 2 ⑤ 11 （書写原稿）『真澄遊覧記総索引　歳時篇』奥付・目次・あとがき（昭和21年５月15日発行） 11

1 3 3 ① 12 （伝記原稿２枚）「菅江真澄が温暖の地から「北への志向」を志した…」　 12 「蒲原有明の動静を心配していたが、著書で鎌倉で元気であることを知った」

1 3 3 ② 13 （伝記原稿９枚）「『犬歩当棒録』の465ページに～」【F1-3-2-④から続く】【③へと続く】 13
昭和21年８月21日、渋沢敬三による内田家訪問前後のこと。妹たちの就職。包紙に「菅江真澄研究会を創立して　①ハチの上京、
②渋沢敬三来訪記録（成田彦栄書簡）、③真澄遊覧記総索引を諸氏に寄贈、④賛助員の協力、⑤高倉新一郎書簡（松前資料）、⑥

『松前と菅江真澄』、⑦柳田書簡」とある。

1 3 3 ③ 14 （伝記原稿５枚）「先生は「又淋しくなる」身を案じて下さったが、～」【②から続く】 14 『真澄遊覧記総索引歳時篇』から、渋沢敬三内田家訪問を挟んで、真澄研究に打ち込むまで。県立秋田図書館蔵の『北海道雑稿』、
東山文庫『風の落葉二』『同六』から北海道のことを調べたいと思っていたところ、高倉新一郎から書簡【F1-3-4-①】があった。

1 3 3 ④ 15 （書簡、書写原稿）渋沢敬三書簡、昭和21年９月４日付 15 「先日はお元気なので安心した。青森県内の資料については、青森市図書館の吉岡館長に聞くと良い」

1 3 4 ① 16 （書簡、書写原稿）高倉新一郎書簡、昭和21年11月８日付 16 「鈴木醇（北海道大学教授）を通じて書簡を受け取った。「松風夷談」と『香蘭』を別便で送る。「松風夷談」は蠣崎敏氏かその祖先が、
氏家唯右衛門の手録から引いたものであろう。「愛瀰詩歌合」「えぞのてぶり続」には興味がある。研究会にも是非入会したい」

1 3 4 ② 17 （書簡なし、書写原稿）成田彦栄書簡、昭和21年７月23日付 17 「『総索引歳時篇』を送ってほしい。数年来、青森県内の真澄の足跡を調べている。遺墨も数点あり、また、佐藤蔀所蔵の『外浜
奇勝』を入手した。また、真澄翁筆と思われる肖像画を発見したが、印章は類例があるか。（印章は略）」

1 3 4 ③ 18 （書簡なし、書写原稿）成田彦栄書簡、昭和21年８月22日付 18
「以前、栗盛教育団の所蔵本は見たことがある。明徳館本を見る機会があったそうだが、手紙が21日に届いたので行けなかった。
渋沢氏の講演会は聞きに行きたい。館野越の山崎家（北畠家）は親戚筋にあたるため資料を見せてもらったが、何も残っていな
いようだ。今後も、青森県内の足跡を訪ねてみたい」

1 3 4 ④ 19 （書写原稿）『松前と菅江真澄』まえがき（昭和24年４月１日発行） 19 「真澄遊覧記全般の抜粋、解題、民俗語彙の索引をだそうと考えていたが、出版事情が許さない。そこで、信越、出羽、南部、津軽、
松前と地域ごとに出すことにした。松前を最初にしたのは、未発表の著作がさまざま見つかったためである」

1 3 4 ⑤ 20 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和24年５月18日付　 20 「『松前と菅江真澄』を受け取った。『かたゐ袋』と『えぞのてぶり続』を興味深く見た」。宛先住所：秋田市東根小屋町秋田師範
学校女子部　秋田文化史研究会　内田武志殿

1 4 1 ① 21 （伝記原稿８枚）菅江真澄資料を蒐集する、「大館市の栗盛家は～」 21
包紙に「原稿六　菅江真澄資料を蒐集する　①大館の栗盛家・百十九年墓前祭、②賛助員そのほかの助力、③秋田での反響、柳
田国男氏書簡（ハガキ）【F1-4-3-②を指すようだが年代が異なる】」とある。昭和22年の春から栗盛教育団での書写作業が始まっ
た。その経緯を書いている。昭和22年、没後119年墓前祭の寄せ書きがある【F1-4-2①～⑤】。

1 4 1 ② 22 （伝記原稿２枚）「菅江真澄のすべてに取り組もうと～」【①の前段だがつながりが悪い】 22 「他見を許さなかった栗盛家への贈呈本として、上京したハチに柳田国男が『菅江真澄』を持たせてくれた」

1 4 1 ③ 23 （チラシ、書写原稿）菅江真澄研究会の趣旨（謄写版、表ウラ1枚に亘る） 23 ３種類あるうちの１種。

1 4 2 ① 24 （寄せ書き）昭和22年墓前祭寄せ書き…栗田茂治、奈良環之助、木野内敬二、小林新、柳原久之助、柳谷直比古、
栗林治郎作、岩本秀政、内田武志 24 ①～⑤は、昭和22年・没後119年墓前祭の寄せ書き。

1 4 2 ② 25 （墨絵）木野内敬二による絵…「此丘上に真澄の墓あり　昭和二十二年七月」 25

1 4 2 ③ 26 （寄せ書き、大型）栗田茂治、奈良環之助、柳谷直比古、栗林治郎作（広業）、柳原久之助、木野内敬二、小
林新 26

1 4 2 ④ 27 （墨絵）奈良環之助による絵、真澄墓碑…「河海を眺めて百十九年　環」、栗田茂治の署名 27

1 4 2 ⑤ 28 （墨絵）奈良環之助による絵、金足小泉での会合…栗田茂治による那珂通博漢詩の写し 28

1 4 3 ① 29 （伝記原稿６枚、チラシ）「世の荒波は、内田ハチの勤務する」、秋田文化史研究会の発足　（謄写版）付 29
【F1-4-1-①の包紙にある「秋田での反響」に該当か】昭和22年に秋田女子医学専門学校が廃校になり、ハチは秋田師範学校教
諭に採用。下の妹は東北医学専門学校に転校。ハチの授業のない日は、大館に行き、書写作業をする。『秋田の山水』などが野
菊叢書から刊行された経緯。　昭和23年までのことが内容。

1 4 3 ② 30 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和21年５月30日付 30 宛先住所：秋田市亀ノ町東土手町42　小林三郎氏方　内田武志殿。「『総索引歳時篇』は届いたが、手紙は検閲のために遅れた。
真澄の２著は貴君の判定が正しいようだが、事前に同意を求めて、余計な弁論をせずに直截に書けば良い。功名心に逸るな」

1 4 3 ③ 31 （書写原稿）『秋田の山水』・『菅江真澄の日記』奥付（昭和23年７月１日発行） 31

1 4 3 ④ 32 （冊子）『秋田の山水』、秋田野菊会由来の新聞記事、内容問い合わせハガキ、祭魚洞文庫用紙（薄）4枚・（朱）
2枚 32 【『秋田の山水』が秋田野菊会から発行された経緯、内容問合せハガキについては、上記①に書かれている】

92（5）（4）



F ・ ・ 枝番通番　（資料形態）資料名 通番　備考（「　」内は文面の要約）

1 1 1 1 （伝記原稿107枚）本論・その一・教育～小学校のころ～ 【F12-1-1の清書原稿】 1 原稿は〔１～ 97〕〔98 ～ 107〕の２種類。つなぎの欠落部分は、【F12-1-1】を参照のこと。

1 1 2 2 （伝記原稿４枚） 本論・その一・教育～移住～、～中等教育・中等教育からの脱落～ 2 年譜風にまとめている。

1 2 1 ① 3 （伝記原稿18枚）二、民俗学を知る～石川啄木書簡～ 3 静岡商業学校の退学から蒲原有明との出会い。民俗学への開眼。

1 2 1 ② 4 （青写真４枚、写真８枚）石川啄木書簡青写真、写真（キャビネ判） 4 石川啄木全集編者の吉田孤羊に送った青写真と同じ。内田武が見出した「石川啄木書簡」が全文写されている。

1 2 2 5 （伝記原稿66枚）二、民俗学を知る～蒲原有明先生と柳田国男先生～ 5 ①昔話─鹿角郡昔話、②方言─鹿角郡方言、③内田武志著『鹿角方言集』。書簡引用が多いため、内容としては【F16-2-1】がまとまっ
ている。

1 3 1 6 （伝記原稿19枚）四、渋沢敬三先生、『静岡県方言誌』　【頁番号〔17 ～ 28〕はF4-3-2-①】 6 〔１～ 16〕渋沢敬三との出会いの経緯。論考引用が多い。〔29 ～ 31〕渋沢敬三が『静岡県方言誌』の出版に興味を示す。

1 3 2 ① 7 （書写原稿）伝記原稿の項目立て…【F1-3-2-④　五、北への志向】 7 ①アチック・父の病・空襲・学徒動員、②疎開、③柳田国男『菅江真澄』を学ぶ、④立山文庫の図書借用・『秋田叢書』メモ作成・
『真澄遊覧記総索引歳時篇』原稿作成、⑤「菅江真澄研究所」「菅江真澄研究会」設立、⑥柳田国男書簡

1 3 2 ② 8 （書写原稿）鹿角転居先住所 8 「内田武志とサト、高橋ツネ伯母（サトの）、高橋正三・せい・ツネ」

1 3 2 ③ 9 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和21年１月７日付 9 「内田君はどうしたろうと気にしていた。焼け残ったために世の中に役立つことをしたい。もう外部との文通は怠ることにした」。
宛先住所：鹿角郡毛馬内町高橋正三氏方「内田武志君」

1 3 2 ④ 10 （伝記原稿８枚）五、北への志向 10 「毛馬内町長伊藤良三から秋田叢書と同別集を借用した（当時、立山文庫の管理者）」

1 3 2 ⑤ 11 （書写原稿）『真澄遊覧記総索引　歳時篇』奥付・目次・あとがき（昭和21年５月15日発行） 11

1 3 3 ① 12 （伝記原稿２枚）「菅江真澄が温暖の地から「北への志向」を志した…」　 12 「蒲原有明の動静を心配していたが、著書で鎌倉で元気であることを知った」

1 3 3 ② 13 （伝記原稿９枚）「『犬歩当棒録』の465ページに～」【F1-3-2-④から続く】【③へと続く】 13
昭和21年８月21日、渋沢敬三による内田家訪問前後のこと。妹たちの就職。包紙に「菅江真澄研究会を創立して　①ハチの上京、
②渋沢敬三来訪記録（成田彦栄書簡）、③真澄遊覧記総索引を諸氏に寄贈、④賛助員の協力、⑤高倉新一郎書簡（松前資料）、⑥

『松前と菅江真澄』、⑦柳田書簡」とある。

1 3 3 ③ 14 （伝記原稿５枚）「先生は「又淋しくなる」身を案じて下さったが、～」【②から続く】 14 『真澄遊覧記総索引歳時篇』から、渋沢敬三内田家訪問を挟んで、真澄研究に打ち込むまで。県立秋田図書館蔵の『北海道雑稿』、
東山文庫『風の落葉二』『同六』から北海道のことを調べたいと思っていたところ、高倉新一郎から書簡【F1-3-4-①】があった。

1 3 3 ④ 15 （書簡、書写原稿）渋沢敬三書簡、昭和21年９月４日付 15 「先日はお元気なので安心した。青森県内の資料については、青森市図書館の吉岡館長に聞くと良い」

1 3 4 ① 16 （書簡、書写原稿）高倉新一郎書簡、昭和21年11月８日付 16 「鈴木醇（北海道大学教授）を通じて書簡を受け取った。「松風夷談」と『香蘭』を別便で送る。「松風夷談」は蠣崎敏氏かその祖先が、
氏家唯右衛門の手録から引いたものであろう。「愛瀰詩歌合」「えぞのてぶり続」には興味がある。研究会にも是非入会したい」

1 3 4 ② 17 （書簡なし、書写原稿）成田彦栄書簡、昭和21年７月23日付 17 「『総索引歳時篇』を送ってほしい。数年来、青森県内の真澄の足跡を調べている。遺墨も数点あり、また、佐藤蔀所蔵の『外浜
奇勝』を入手した。また、真澄翁筆と思われる肖像画を発見したが、印章は類例があるか。（印章は略）」

1 3 4 ③ 18 （書簡なし、書写原稿）成田彦栄書簡、昭和21年８月22日付 18
「以前、栗盛教育団の所蔵本は見たことがある。明徳館本を見る機会があったそうだが、手紙が21日に届いたので行けなかった。
渋沢氏の講演会は聞きに行きたい。館野越の山崎家（北畠家）は親戚筋にあたるため資料を見せてもらったが、何も残っていな
いようだ。今後も、青森県内の足跡を訪ねてみたい」

1 3 4 ④ 19 （書写原稿）『松前と菅江真澄』まえがき（昭和24年４月１日発行） 19 「真澄遊覧記全般の抜粋、解題、民俗語彙の索引をだそうと考えていたが、出版事情が許さない。そこで、信越、出羽、南部、津軽、
松前と地域ごとに出すことにした。松前を最初にしたのは、未発表の著作がさまざま見つかったためである」

1 3 4 ⑤ 20 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和24年５月18日付　 20 「『松前と菅江真澄』を受け取った。『かたゐ袋』と『えぞのてぶり続』を興味深く見た」。宛先住所：秋田市東根小屋町秋田師範
学校女子部　秋田文化史研究会　内田武志殿

1 4 1 ① 21 （伝記原稿８枚）菅江真澄資料を蒐集する、「大館市の栗盛家は～」 21
包紙に「原稿六　菅江真澄資料を蒐集する　①大館の栗盛家・百十九年墓前祭、②賛助員そのほかの助力、③秋田での反響、柳
田国男氏書簡（ハガキ）【F1-4-3-②を指すようだが年代が異なる】」とある。昭和22年の春から栗盛教育団での書写作業が始まっ
た。その経緯を書いている。昭和22年、没後119年墓前祭の寄せ書きがある【F1-4-2①～⑤】。

1 4 1 ② 22 （伝記原稿２枚）「菅江真澄のすべてに取り組もうと～」【①の前段だがつながりが悪い】 22 「他見を許さなかった栗盛家への贈呈本として、上京したハチに柳田国男が『菅江真澄』を持たせてくれた」

1 4 1 ③ 23 （チラシ、書写原稿）菅江真澄研究会の趣旨（謄写版、表ウラ1枚に亘る） 23 ３種類あるうちの１種。

1 4 2 ① 24 （寄せ書き）昭和22年墓前祭寄せ書き…栗田茂治、奈良環之助、木野内敬二、小林新、柳原久之助、柳谷直比古、
栗林治郎作、岩本秀政、内田武志 24 ①～⑤は、昭和22年・没後119年墓前祭の寄せ書き。

1 4 2 ② 25 （墨絵）木野内敬二による絵…「此丘上に真澄の墓あり　昭和二十二年七月」 25

1 4 2 ③ 26 （寄せ書き、大型）栗田茂治、奈良環之助、柳谷直比古、栗林治郎作（広業）、柳原久之助、木野内敬二、小
林新 26

1 4 2 ④ 27 （墨絵）奈良環之助による絵、真澄墓碑…「河海を眺めて百十九年　環」、栗田茂治の署名 27

1 4 2 ⑤ 28 （墨絵）奈良環之助による絵、金足小泉での会合…栗田茂治による那珂通博漢詩の写し 28

1 4 3 ① 29 （伝記原稿６枚、チラシ）「世の荒波は、内田ハチの勤務する」、秋田文化史研究会の発足　（謄写版）付 29
【F1-4-1-①の包紙にある「秋田での反響」に該当か】昭和22年に秋田女子医学専門学校が廃校になり、ハチは秋田師範学校教
諭に採用。下の妹は東北医学専門学校に転校。ハチの授業のない日は、大館に行き、書写作業をする。『秋田の山水』などが野
菊叢書から刊行された経緯。　昭和23年までのことが内容。

1 4 3 ② 30 （書簡、書写原稿）柳田国男ハガキ、昭和21年５月30日付 30 宛先住所：秋田市亀ノ町東土手町42　小林三郎氏方　内田武志殿。「『総索引歳時篇』は届いたが、手紙は検閲のために遅れた。
真澄の２著は貴君の判定が正しいようだが、事前に同意を求めて、余計な弁論をせずに直截に書けば良い。功名心に逸るな」

1 4 3 ③ 31 （書写原稿）『秋田の山水』・『菅江真澄の日記』奥付（昭和23年７月１日発行） 31

1 4 3 ④ 32 （冊子）『秋田の山水』、秋田野菊会由来の新聞記事、内容問い合わせハガキ、祭魚洞文庫用紙（薄）4枚・（朱）
2枚 32 【『秋田の山水』が秋田野菊会から発行された経緯、内容問合せハガキについては、上記①に書かれている】
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　　Ｆ16�←� 【同上】
　　Ｆ17�←（９）� 昭和51年～ 56年　年譜資料
　　Ｆ18�←菅江真澄未刊文献集原稿　他
　　Ｆ19�←自己確立への道・他（二人の師の終焉とわたくしの覚悟）
　　Ｆ20�←渋沢敬三追悼・沢田四郎作

目録の凡例
・�通し番号…資料の管理は、通し番号の左に付した F 番号以下の数字でおこなうが、

わかりやすさを考えて通し番号を付けた。
・�目録で、例えば「Ｆ１─２─３─④」と表記する場合は、ファイル１─（Ａ４封筒）

２─（Ｂ５封筒）３─（枝番）④を意味する。
・�備考欄には、資料の内容などのまとめやその一部を記載するなどし、内容を推測で

きるようにした。これは当該資料を中心にして紹介した企画コーナー展「真澄研究
者内田武志の新資料」（令和２年10月17日～ 12月6日開催）のための覚書である。

・�資料形態をはじめの（　）内に記した。主な分類とその説明を次に示す。
　　伝記原稿…�武志の一人称で書かれているが、ほぼハチによるもの。武志の自筆原

稿の場合は、その旨を示した。200字詰原稿での枚数を基本としている。
　　書写原稿…�原稿用紙に書簡などを書き写したもの。
　　書写用紙…�原稿用紙以外の紙に書き写された文章。
　　　　書簡…�封書とハガキを含めて「書簡」で表し、ハガキの場合のみ「（差出人）

ハガキ」とした。なお、宛先を示していないものは内田武志宛である。
ハチ宛、武志とハチの両名宛の書簡については、それぞれの宛名を明
記した。

　　書簡なし、書写原稿…書簡の実物はないが、原稿用紙に内容が書き写されたもの。
　　　チラシ…一枚の紙に、謄写されたようなもの。
　　　　冊子…背表紙の付かない、薄い刊行物。
　　　　雑誌…定期刊行物など。
　　　コピー…図書館などからの収集や、原稿に書写するなどした複写物。
　　　▲書簡…�内田武志及び内田ハチが他者に宛てて出した書簡。ハチが資料収集の

一環として、受取人から返してもらった書簡（▲印を付した）。
　　　△書簡…�他者宛の書簡。資料収集の中で内田ハチが特に入手したり、内田武志

に資料として提出されたりした書簡（△印を付した）。
　　雑誌切抜…内田ハチが資料収集にあたって、該当の頁のみを切り抜いたもの。
　　メモ書き…原稿あるいは用紙に書かれたものであるが、成文とはなっていないもの。
　　　　別刷…内田武志の論考だけが印刷されて製本されたもの。
　　掲載雑誌…内田武志の論考や報告が掲載された雑誌がそのまま保存されているもの。
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作成にあたっては、ハチの整理のままで、それをリスト化することに徹した。
　上に、「新聞折り込みチラシなどに、その資料の位置づけなどが書かれた用紙があ
る」としたが、そのメモ書きが何度も書き直されるなどして、何枚もある。今回の目
録作成にあたっては、そのメモ書きのうち、資料理解として必要な数枚については、
資料として目録に加えたが、その他は資料を挟み込むなどの状態のままで保管し、独
立した資料としては登記していない。
　今後はそれらのメモ書きを整理しながら、ファイルを組み替えるなどの整理、少な
くともファイル内の順番の入れ替えなどが必要になるかもしれない。その意味で「（仮）
目録」ではあるのだが、今回は「第１版」の意味を含めて、「第３期内田文庫資料目録」
として公表するものである。

������������������������������������������������������（主査兼学芸主事　松山　修）

��※�第１期内田文庫資料の目録については、冊子にまとめられて菅江真澄資料セン
タースタディルームの開架図書となっている。また、第２期内田文庫資料の目録
については、内部資料として作成済みである。しかし、いずれも内容が推測でき
る目録にはなっていないため、今後、内容を含めた目録の公表をセンターとして
考えていきたい。

ファイル番号について
　資料整理にあたり、内田ハチによるファイル番号に替えて、管理用のファイル番号
を付した。その変更は下記の通りである。
　　整理後のファイル番号��←（内田ハチによるファイル番号）見出し
　　　　　　　　　　　　　　※漢数字を算用数字に統一した。
　　Ｆ１� ←（１）� 生い立ち　年譜資料
　　Ｆ２� ←（2-1）� 明治42年～昭和８年　年譜資料
　　Ｆ３� ←（2-2）� 昭和８年（アイヌの星）その他…静岡県方言集
　　Ｆ４� ←（３）� 昭和９年～ 17年　年譜資料
　　Ｆ５� ←（4-1）� 昭和18年～ 22年
　　Ｆ６� ←� 【同上】
　　Ｆ７� ←（4-2）� 昭和18年～ 28年　年譜資料　昭和21年～ 28年
　　Ｆ８� ←� 【同上】
　　Ｆ９� ←（5-1）� 昭和29年～ 33年　年譜資料　31年
　　Ｆ10�←（5-2）� 　　　　　　　　　　　　昭和32年～ 33年
　　Ｆ11�←（6-1）� 昭和34年～ 38年　年譜資料　34年～ 35年
　　Ｆ12�←（6-2）� 　　　　　　　　　　　　昭和36年～ 38年
　　Ｆ13�←（７）� 昭和39年～ 45年　年譜資料
　　Ｆ14�←� 【同上】
　　Ｆ15�←（８）� 昭和46年～ 50年　年譜資料
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第３期内田文庫資料目録
　平成31年（2019）２月、内田由紀子氏から、内田ハチが逝去するまで保管してい
た資料が当館に寄贈された。当館にとっては、菅江真澄資料センター開設前の平成７
年（1995）に内田ハチ・由紀子両氏から寄贈された第１期、それに内田家の関係者
から平成22年（2010）に寄贈を受けた第２期に続く資料群となった。そのため、こ
れを第３期内田文庫資料として受納することにした。
　平成31年３月に刊行した『真澄研究』第23号では、第１期に寄贈を受けていた資
料の中から『武自身の年譜』（武は武志の本名）を活字化した。その冒頭にも書いたが、
内田武志が秋田に疎開した前後について明確にしておきたい次第があったため、内田
武志自身がまとめた資料（実際は内田ハチによる筆記）に根拠を求める目的で公刊し
たものである。
　第 23 号の原稿校正をおこなっている時期に第３期となる資料が入ってきたため、

『武自身の年譜』と関連が高いばかりではなく、例えば、『武自身の年譜』で○印が付
いている資料が第３期に含まれていることなどが予見されたが、第 23 号にそれらを
詳しく報告することはできなかった。
　今回、目録として整理することによって、果たして、『武自身の年譜』に符合する
実際の資料が、この第３期内田文庫資料に含まれていることがわかった。言ってみれ
ば、『武自身の年譜』と第３期内田文庫資料は対になるものである。
　内田ハチは、兄である武志の逝去後から、その伝記をまとめるべく、書簡を整理し
て原稿用紙に書き写し、また、著書出版時の事情を関係者に問い合わせるなどして、
資料の整理をしていた。伝記の一部として書かれた原稿は、武志の一人称を採りなが
ら、ハチがまとめたものである。ただ、それはハチによる創作などではなく、武志自
身が幾度となく自身の生い立ちなどをまとめた原稿がそのベースになっている。
　第３期内田文庫資料は、16 個の紙ファイルケース（B ５判）に分かれており、さ
らに各々の中でいくつかのクリアファイルにまとめられていた。また、新聞折り込み
チラシの裏などに、その資料の位置づけなどが書かれた用紙もあった。兄武志の逝去
後、ハチ自身が残された人生をかけて整理にあたっていたことがわかる。
　今回の資料整理にあたって、資料を受け入れた状態でそのまま保管できればよかっ
たが、資料が必要以上に折られる状態でクリアファイルに押し込められているものが
あるなど、そのままの状態では保管には不向きであった。そのため、改めてA ４判の
ファイルなどに入れ直しながら、ハチがまとめていた状態をなるべく崩さないように
して番号をつける作業をおこなった。結果として、受け入れ時の16個のファイルケー
スは、20個に数が増えることになった。
　受け入れ時のファイルケースは、13個が年代順（整理後17個）に整理され、最後
部の３個が項目ごとの整理となっているために、内容が重複しているものもある。ま
た、一応年代順になっているとは言え、内容によっては複数のファイルの資料が互い
に関係しているものもある。年代別に組み替えるなどの必要も感じるが、今回の目録
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