
大
事
業
に
挑
ん
だ
生
涯
現
役

能
忠
敬
は
日
本
初
の
実
測
に
よ
る

日
本
地
図
を
作
成
し
た
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
五
十

歳
過
ぎ
て
か
ら
成
し
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
に

驚
か
さ
れ
ま
す
。

　
家
業
や
公
務
の
第
一
線
か
ら
退
い
た
後
に
、

大
事
業
に
挑
ん
だ
忠
敬
の
生
き
方
は
、
生
涯

現
役
そ
の
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
我
々
に
勇

気
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
生
涯
学
習
の
手
本

と
し
て
、
ま
た
地
球
一
周
分
の
3
万
5
千
㎞

を
歩
い
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
達
人
と
し
て
近

年
改
め
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
伊
能
忠
敬
を
生
ん
だ
佐
原
の
町

と
彼
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

伊
能
三
郎
右
衛
門
家

十
代
当
主
忠
敬

　

測
量
作
業
も
大
詰
め
を
迎
え
た
１
８
１
３

（
文
化
10
）
年
、
九
州
か
ら
娘
の
妙み

ょ
う

薫く
ん

へ
宛

て
た
手
紙
に
68
歳
の
人
生
を
振
り
返
っ
た
一

文
が
あ
り
ま
す
。

　
自
分
は
幼
年
の
頃
よ
り
名
を
挙
げ
よ
う
と

努
力
し
た
が
、
親
の
命
で
佐
原
へ
養
子
に
ゆ

伊

特
集 

歴
史
の
舞
台
を
行
く

忠敬肖像画

下
総
小
江
戸
の
佐
原
地
域

地
球一周
分
を
歩
い
た
測
量
家・伊
能
忠
敬
の
熱
情

ゆとり　1�



く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
好
き
な
学
問

も
や
め
て
家
業
に
精
を
出
し
、
家
訓
を
守
っ

て
村
民
の
た
め
の
救
済
活
動
も
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
結
果
名
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

隠
居
し
て
江
戸
へ
出
た
の
も
天
の
定
め
た
運

命
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

大
事
業
達
成
を
前
に
し
た
忠
敬
の
、
素
直

な
心
情
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

忠
敬
は
１
７
４
５
（
延
享
２
）
年
、
山
辺

郡
小
関
村
（
山
武
郡
九
十
九
里
町
）
の
小
関

家
に
生
ま
れ
ま
す
。
６
歳
の
と
き
に
母
を
亡

く
し
10
歳
で
武
射
郡
小
堤
村
（
山
武
郡
横
芝

光
町
）
の
父
の
実
家
神
保
家
に
入
り
ま
す
。

そ
し
て
１
７
６
２
（
宝
暦
12
）
年
17
歳
で
佐

原
村
の
伊
能
三
郎
右
衛
門
家
へ
婿
入
り
し
ま

し
た
。

　

そ
の
頃
の
佐
原
は
中
央
を
流
れ
る
小
野
川

に
大
小
の
川
船
が
行
き
交
い
、
大
店
が
軒
を

連
ね
る
商
業
都
市
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
し

た
。
伊
能
家
も
酒
造
業
を
中
心
に
農
業
や
金

融
業
、
水
運
業
な
ど
を
営
む
総
合
商
社
と

し
て
手
広
く
商
売
を
行

な
っ
て
い
ま
し
た
。
忠

敬
は
事
業
を
さ
ら
に
発

展
さ
せ
る
と
と
も
に
、

飢
饉
の
際
に
は
困
窮

人
へ
の
施
し
を
行
い
、

そ
の
功
に
よ
り
領

主
津
田
氏
か
ら
苗

字
帯
刀
を
許
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た

39
歳
の
時
に
は
佐

原
村
の
名
主
後
見

役
に
任
命
さ
れ
ま

す
。

　

こ
う
し
た
公
私

と
も
に
多
忙
の
な
か
、

忠
敬
は
暦
学

の
勉
強
も
し
て

い
ま
し
た
。
伊

能
家
に
は
５
８
１

種
類
約
2
千
冊
を

超
え
る
書
籍
群
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
う
し
た
環
境
が
彼
の
向
学
心
を

刺
激
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て

実
年
期
を
過
ぎ
た
１
７
９
４
（
寛

政
6
）
年
49
歳
で
息
子
景
敬
に
家

督
を
譲
り
、
本
格
的
に
暦
学
を
学

測量日記
測量先で書いた日記を後で忠敬
がまとめたもの。全28冊

東日本沿海図（文化元年、複製図）

麁
あら

絵
え

図
ず

伊能家図
屋敷内を用水路が通り、
いくつもの酒蔵が見え
ます

伊能測量隊は測量と同時に、周辺の地形も俯
ふ

瞰
かん

的
てき

に記録しています。
伊能図に立体を与えています

1�　ゆとり



ぶ
決
意
を
し
た
の
で
す
。

暦
学
か
ら

全
国
測
量
へ

　

忠
敬
の
頃
の
暦

は
幕
府
天
文
方
が

作
成
し
て
い
ま

し
た
が
、
民
間

の
暦
学
者
に
誤

り
を
指
摘
さ
れ

る
ほ
ど
不
備
が

多
い
も
の
で
し

た
。
幕
府
は
暦

の
権
威
を
取
り
戻

す
べ
く
天
文
方
と

し
て
新
た
に
採
用
し

た
の
が
西
洋
暦
学
を
修

め
て
い
た
高
橋
至
時
で

し
た
。
１
７
９
５
（
寛
政

7
）
年
に
著
名
な
学
者
が
大
阪

か
ら
江
戸
へ
来
た
と
い
う
こ
と
は
文
人
間

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
、
忠
敬
も
当
然
知
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
機
を
待
っ

て
い
た
か
の
よ
う
に
同
年
江
戸
へ
出
て
入
門

し
ま
す
。

　

当
時
、
暦
学
者
の
間
で
は
地
球
上
の
子
午

線
（
緯
度
）
一
度
の
正
確
な
距
離
を
調
べ
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
は

南
北
方
向
の
長
距
離
を
測
る
こ
と
と
同
時
に
、

各
地
で
の
天
体
観
測
が
必
要
で
し
た
。
し
か

し
諸
大
名
の
土
地
を
勝
手
に
測
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
天
文
方
は
蝦
夷
地
の

地
図
を
作
る
た
め
に
東
北

地
方
の
測
量
を
願
い
出
た

の
で
す
。
そ
の
結
果
、
許

可
が
お
り
て
忠
敬
が
測
量

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
が
、
天
文
方
の
弟
子
と

は
い
え
商
家
の
隠
居
で
は

問
題
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
時
の
忠
敬
の
肩
書
は

「
佐
原
村
元
百
姓　

浪
人

伊
能
勘
解
由
忠
敬
」
忠
敬

は
武
士
身
分
に
な
っ
た
の

で
す
。

　
日
本
国
中
の
測
量
御
用

を
命
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
れ

も
各
大
名
方
の
お
世
話
に

よ
り
諸
国
を
廻
る
こ
と
が

で
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と

は
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と

で
あ
り
、
先
祖
の
お
か
げ

で
も
あ
る
が
、
私
へ
の
天
命
だ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

　

九
州
か
ら
の
手
紙
に
忠
敬
は
自
身

の
後
半
生
を
こ
う
記
し
て
い
ま
す
。

全
国
測
量
に
５６
歳
で
出
立

　

忠
敬
の
測
量
は
最
初
の
蝦
夷
地
測
量
か
ら

最
後
の
江
戸
府
内
測
量
ま
で
計
10
回
行
わ
れ

ま
し
た
。
東
日
本
の
測
量
は
第
4
回
ま
で
で

終
了
し
、
１
８
０
４
（
文
化
元
）
年
に
は
そ

の
成
果
を
ま
と
め
た
地
図
を
幕
府
へ
提
出
し

ま
し
た
。
そ
れ
は
将
軍
家
斉
も
上
覧
し
、
出

象限儀(小)　坂道の傾斜角を測ります

伊能家旧宅　店舗部分で奥に書院が続いています伊能家土蔵　佐原でも古い土蔵で忠敬が婿入りする前のもの

半円方位盤 目標物の方位を測ります

製図用具　右₂本が烏口、左₂本は点線器
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来
栄
え
が
良
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
以
降
の
西

日
本
測
量
は
幕
府
の
直
轄
事
業
と
な
っ
た
の

で
す
。

　

さ
て
房
総
半
島
の
測
量
は
第
二
次
測
量
に

あ
た
る
１
８
０
１
（
享
和
元
）
年
の
6
月
か

ら
7
月
に
か
け
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の

様
子
は
「
測
量
日
記
」
に
み
え
ま
す
が
、
そ

こ
に
は
天
候
や
測
量
し
た
村
の
領
主
や
村
高

な
ど
を
記
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
日
記
と

い
っ
て
も
業
務
日
誌
の
よ
う
な
書
き
方
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
後
で
幕
府
へ
提
出
す
る

可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
事
務
的
な
記
録
だ
け

に
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　

通
常
の
測
量
は
宿
を
朝
6
時
頃
に
立
ち

午
後
3
時
頃

に
入
り
ま
す
。

明
る
い
う
ち

に
切
り
上
げ

る
の
は
、
そ

の
日
の
集
計

と
天
体
観
測

の
準
備
が
あ

る
か
ら
で
、

そ
の
た
め
名

主
宅
や
本
陣

な
ど
の
広
い

家
を
宿
に
し

ま
し
た
。

　

7
月
18
日

に
は
飯
沼
村

（
銚
子
市
）
に

着
き
そ
こ
で

象限儀（中）

伊能忠敬記念館内

忠敬の墓（香取市牧野・観福寺） 忠敬出生の地（九十九里町小関）

量程車 紐をつけて地面を引き、車輪の回転数が距離として窓から見えます。
誤差が大きく余り実用的ではありませんでした。

８
泊
し
て
い
ま
す
。
長
期
逗と

う

留り
ゅ
う

し
て
い
た
の

は
銚
子
か
ら
富
士
山
を
観
測
す
る
た
め
に
天

候
待
ち
を
し
て
い
た
か

ら
で
す
。
伊
能
測
量
隊

は
富
士
山
な
ど
の
遠
方

の
目
標
物
を
多
方
向
か

ら
測
る
こ
と
で
、
誤
差

を
減
ら
し
て
い

た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、

房
総
測
量
の
時
に
は
故

郷
の
小
関
村
も
通
っ
て

い
ま
す
が
、
日
記
に
は

特
別
な
こ
と
は
記
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
ま
た
忠
敬
は
測

量
の
旅
に
出
る
際
に
は
必
ず

深
川
の
富
岡
八
幡
宮
を

参
拝
し
て
い
ま
す
。
学

問
に
対
す
る
科
学
的

な
精
神
と
と
も
に
、
事

業
の
無
事
を
神
頼
み
す
る
忠

敬
の
姿
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。

偉
人
伊
能
忠
敬
の

誕
生

　

忠
敬
は
１
８
１
８
（
文

政
元
）
年
に
73
歳
の
生
涯

を
終
え
ま
し
た
。
墓
は
遺

言
に
よ
り
江
戸
浅
草
源
空
寺

の
高
橋
至
時
の
墓
の
隣
に
立
て

ら
れ
ま
し
た
。
当
初
は
小
さ
な
墓

石
で
し
た
が
１
８
２
３
（
文
政
６
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数
奇
な
運
命
を
た
ど
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
日

本
が
近
代
化
を
進
め
る
な
か
で
、
伊
能
図
は

唯
一
の
正
確
な
日
本
地
図
と
し
て
活
用
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
地
図
の
正
確
さ
が
認
め
ら
れ
て

い
く
の
に
伴
い
、
製
作
者
で
あ
る
伊
能
忠
敬和暦 西暦 年齢 事　　　　　　　柄

延享₂年 1745 ₀歳 現在の山武郡九十九里町関に生まれる

宝暦元年 1751 ₆歳 母が亡くなり、父貞恒は兄と姉を連れて実家に帰る

₅年 1755 10歳 父のもと（神保家、現在の横芝光町小堤）に戻る

12年 1762 17歳
佐原伊能家の婿養子となりミチと結婚。名を忠敬と
する

安永₇年 1778 33歳 ミチと松島へ旅行に行き「奥州紀行」を記す

天明元年 1781 36歳 佐原村本宿組名主となる

寛政₅年 1793 48歳 関西へ旅行し「旅行記」を記す

　　₆年 1794 49歳 家督を長男に譲り、隠居して勘解由と名乗る

　　₇年 1795 50歳 江戸深川黒江町に住み、高橋至時の弟子となる

　　12年 1800 55歳 第₁次測量（東北・北海道南部）

享和元年 1801 56歳 第₂次測量(関東・東北東部)

　　₂年 1802 57歳 第₃次測量（東北西部）

　　₃年 1803 58歳 第₄次測量（東海・北陸）

文化元年 1804 59歳
日本東半部沿海地図を幕府に提出。将軍家斉の上覧
を受ける。以後幕吏に登用

₂～₃年
1805
～06

60～
61歳

第₅次測量（畿内・中国）

₅～₆年
1808
～09

63～
64歳

第₆次測量(四国)

₆～₈年
1809
～11

64～
66歳

第₇次測量（九州₁次）

₈～11年
1811
～14

66～
69歳

第₈次測量（九州₂次）

　　11年 1814 69歳 自宅を八丁堀亀島町へ移す

12～13年
1815
～16

70～
71歳

第₉次測量（伊豆七島、忠敬は不参加）

　　13年 1816 71歳 第10次測量(江戸府内)

文政元年 1818 73歳 死去　

₄年 1821
大日本沿海與地図（大図214枚・中図₈枚、小図₃枚）
及び大日本沿海実測録（14枚）が完成

の
名
声
が
高
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
１
８
８
３

（
明
治
16
）
年
に
は
正
四
位
が
贈
ら
れ
、
さ

ら
に
修
身
の
国
定
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
と
、
そ
の
名
は
日
本
中
に
広
ま
っ
て
い
き

ま
し
た
。
地
元
で
も
佐
原
公
園
に
１
９
１
９

（
大
正
８
）
年
に
銅
像
が
建
て
ら
れ
、
さ
ら

に
旧
宅
が
国
指
定
史
跡

と
な
り
、
伊
能
家
に
伝

わ
っ
た
地
図
や
測
量
の

道
具
類
な
ど
は
１
９
５

７
（
昭
和
32
）
年
に
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
１
９

■伊能忠敬略年表

６
１
（
昭
和
36
）
年
に
は
旧
伊
能
忠
敬
記
念

館
が
、
１
９
９
８
（
平
成
10
）
年
に
は
現
在

の
伊
能
忠
敬
記
念
館
が
開
館
し
た
の
で
す
。

　

日
本
初
の
実
測
に
よ
る
日
本
地
図
の
作
成

と
い
う
忠
敬
の
偉
業
は
、
佐
原
が
持
っ
て
い

た
社
会
・
経
済
・
文
化
的
な
環
境
に
よ
っ
て

基
礎
が
築
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
佐
原
に
は

偉
人
忠
敬
を
育
ん
だ
歴
史
的
な
景
観
が
今
で

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
）
に
は
忠
敬
の
業
績
が
刻
ま
れ
た
立
派
な

墓
石
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
に
墓
は

も
う
２
か
所
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
伊
能
家
の

菩
提
寺
で
あ
る
香
取
市
牧
野
の
観
福
寺
で
、

そ
こ
に
は
髪
の
毛
と
爪
が
埋
葬
さ
れ
て
い
ま

す
。
も
う
一
つ
は
多
古
町
南
中
の
平
山
家
墓

地
で
す
。
こ
れ
は
忠
敬
が
一
旦
同
家
へ
養
子

に
入
っ
て
か
ら
伊
能
家
へ
婿
入
り
し
て
い
る

の
で
、
そ
こ
に
も
立
て
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

地
図
完
成
の
前
に
忠
敬
は
没
し
て
し
ま
い

す
が
、
作
業
は
弟
子
た
ち
が
引
継
ぎ
、
三
年

後
の
１
８
２
１
（
文
政
４
）
年
に
完
成
し
ま

す
。
し
か
し
、
幕
府
へ
上
呈
さ
れ
た
伊
能
図

は
秘
蔵
さ
れ
幕
末
ま
で
活
用
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
間
、
伊
能
図
の
写
し
を
国
外
へ

持
ち
出
し
て
処
罰
さ
れ
た
シ
ー
ボ
ル
ト
事
件

が
あ
り
、
ま
た
明
治
以
降
も
皇
居
の
火
災
や

関
東
大
震
災
に
よ
る
焼
失
な
ど
、
伊
能
図
は

千
葉
県
立
中
央
博
物
館
学
芸
員

米
谷 

博
・
文

象限儀（佐原中央公民館裏）

御用旗（複製）

写
真
協
力
／
伊
能
忠
敬
記
念
館
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香
取
市
佐
原
地
区
は
、
古
く
か
ら
利
根
川

水
運
に
よ
る
物
資
輸
送
の
拠
点
で
、
商
業
地

と
し
て
発
展
す
る
一
方
、
下
総
台
地
を
生
か

し
た
桑
や
養
蚕
業
で
大
い
に
栄
え
ま
し
た
。

「
江
戸
ま
さ
り
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
佐
原

は
江
戸
の
文
化
を
巧
み
に
取
り
入
れ
、
独
自

の
文
化
に
昇
華
し
て
来
ま
し
た
。
そ
の
面
影

を
残
す
町
並
み
が
小
野
川
沿
い
や
香
取
街
道

に
残
っ
て
い
ま
す
。
平
成
8
年
12
月
に
関
東

で
初
め
て
国
の
「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
」
に
選
定
さ
れ
、
商
家
の
多
く
は
今

香
取
市

小
野
川
周
辺
の

見
ど
こ
ろ

も
営
業
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

小
江
戸
の
粋
が
は
じ
け
る「
佐
原
の
大
祭
」

夏
祭
り
と
秋
祭
（
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
）
は
、
関
東
三
大
山
車
祭
り
の
一
つ
と

し
て
約
３
０
０
年
の
伝
統
を
持
っ
て
い
ま
す
。

八
坂
神
社
祇
園
祭
の
夏
祭
り
は
7
月
初
旬
の

3
日
間
、小
野
川
を
は
さ
ん
で
東
側
一
帯（
本

宿
地
区
）
を
10
台
の
山
車
が
曳
き
回
さ
れ
ま

す
。
諏
訪
神
社
秋
祭
は
10
月
９
日
㈮
〜
11
日

㈰
の
3
日
間
、
小
野
川
の
西
側
一
帯
（
新
宿

地
区
）
を
14
台
の
山
車
が
曳
き
回
さ
れ
ま
す
。

⑤佐原公園（諏訪公園）
　市街地や利根川が一望できる同公園内は、市民
の憩いの広場として親しまれています。公園には
展望台や児童遊園などがあるほか、1919（大正₈）
年に建てられた伊能忠敬銅像もあります。桜の名
所。JR佐原駅から徒歩₅分。お問合せは②に同じ。

⑥香取神宮
　下総国一の宮で、伊勢、鹿島とならぶ屈指の名
社。檜皮葺の屋根に黒塗りの社は重量感に満ちて
います。国指定の海獣葡萄鏡や県指定文化財、徳
川光圀お手植えの梅などがあります。JR佐原駅か
ら車で10分。お問合せは同宮（☎0478-57-3211）。

⑦千葉県立中央博物館大利根分館
　利根川の自然と歴史を紹介する博物館。淡水魚
の泳ぐ水槽や、利根川水運の主役だった高瀬船の
模型、低地の稲作用具、県指定文化財の漁具や中
世の板碑などを展示しています。10～₃月の見学
は事前に予約が必要です。（☎0478-56-0101）。

⑧水郷佐原水生植物園
　観藤会（₄月下旬～₅月上旬）、 あやめ祭り（₅月
下旬～₆月下旬）、はす祭り（₇月上旬～₈月上旬）
のほか、音楽鑑賞会などイベント多彩。女船頭さ
んの操るサッパ舟（植物園－加藤洲十二橋間）は往
復約50分。お問合せは植物園（☎0478-56-0411）。

①伊能忠敬記念館
　名主としての前半生と、晩年になってから計10
回全国へ測量に出かけた忠敬の人生や、重要文化
財指定の測量器具などが展示されています。JR佐
原駅から徒歩10分。同記念館(☎0478-54-1118)。
http://www.city.katori.lg.jp/museum/

②樋橋（じゃあじゃあ橋）
　伊能忠敬旧宅前の小野川に架かる木橋。小野川
の東岸から対岸の水田に水を送るために作られた
大樋で、元のものは江戸時代前期に建造。JR佐原
駅から徒歩10分。忠敬記念館前。
お問合せは香取市商工観光課（☎0478-50-1212）。

③歴史的町並み（重要伝統的建造物群保存地区）
　江戸時代に舟運で栄えた名残りの商家や忠敬旧
宅（国指定史跡）のほか、県指定文化財₈件（13
棟）なども小野川沿いと香取神宮へ通じる街道沿
いに並びます。福新呉服店は「佐原町ぐるみ博物
館」の₁号館です。お問合せは②に同じ。

④水郷佐原山車会館
　佐原の二大祭りである八坂神社夏祭りと諏訪神
社秋祭りの山車（国指定重要文化財）の中から₂
台ずつ交替で展示されています。₃面パノラマ画
面のビデオシアターがあり、館内はいつも祭りの
気分。JR佐原駅から15分。お問合せは②に同じ。
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