
古
代
の
蒲
原
津
と
「
四
度
目
沼
垂
町
割
絵
図
」

小

林

昌

二

l
　
は
じ
め
に

蒲
原
津
は
、
一
〇
世
紀
延
長
年
間
の
前
半
の
整
骨
式
に
お
い
て
越
後
国
の
国
府
が
頸
城
郡
で
あ
り
な
が
ら
、
国
辞
と
L
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
位
置
な

ど
の
記
録
は
な
い
が
、
整
且
真
に
は
同
名
の
蒲
原
郡
が
見
え
て
い
る
の
で
、
禰
原
郡
内
の
、
し
た
が
っ
て
お
よ
そ
信
濃
・
旧
阿
賀
両
大
河
の
旧
河
口
付
近
で
旧

阿
賀
野
川
左
岸
〔
右
岸
ほ
潜
垂
郡
と
さ
れ
る
〕
に
お
け
る
現
在
の
新
潟
市
蒲
原
地
区
の
旧
地
に
あ
る
と
見
て
間
違
い
な
い
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

中
世
に
入
る
と
加
地
庄
沼
垂
簾
や
蒲
原
韓
の
記
録
ほ
次
の
よ
う
に
少
な
く
は
な
い
。

○
建
武
二
年
〔
一
三
三
五
〕
に
、
新
田
方
の
小
国
l
族
が
、
滞
原
津
に
城
郭
を
構
え
て
立
て
寵
も
り
、
阿
賀
北
の
三
浦
和
田
な
ど
足
利
方
と
松
崎
で
合
戦
L
、

沼
垂
ま
で
馳
せ
下
っ
た
、
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
秩
些
二
郎
軍
忠
状
『
色
部
家
文
書
』
〕

○
建
武
三
年
〔
一
三
三
六
）
に
、
北
朝
方
は
沼
垂
簾
に
入
り
、
そ
の
後
渡
河
L
て
立
て
寵
も
る
小
国
一
族
を
攻
撃
し
た
、
と
い
う
。

〔
三
浦
和
田
軍
忠
状
『
中
条
文
書
越
後
国
奥
山
庄
史
料
』
〕

以
後
、
荷
重
湊
と
蒲
原
津
と
は
、
室
町
、
戦
国
の
時
代
を
通
L
て
史
料
旺
た
び
た
び
見
え
る
。
そ
L
て
天
文
二
十
年
〓
五
五
こ
に
、
上
杉
謙
信
に
よ
る

「
三
ケ
辞
」
横
目
〔
代
官
〕
任
命
記
事
に
お
い
て
、
「
ニ
イ
カ
タ
ノ
ワ
タ
リ
」
が
初
見
す
る
。
永
禄
七
年
〓
五
六
四
〕
京
都
醍
醐
寺
の
僧
の
記
録
に
は
「
神
原
」

か
ら
「
ニ
イ
カ
タ
ノ
ワ
タ
リ
」
　
へ
船
賃
「
一
〇
文
」
、
ま
た
「
ノ
ッ
ダ
リ
」
　
へ
越
す
と
き
」
「
一
七
文
」
の
銭
遣
い
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
記
録

に
よ
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
沼
垂
湊
と
蒲
原
韓
が
旧
阿
賀
野
川
を
蒲
原
韓
と
「
ニ
イ
カ
ダ
」
が
信
濃
川
を
挟
ん
だ
対
岸
の
位
置
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
T
嵩そ

L
て
近
世
に
至
る
と
、
新
発
田
薄
正
保
国
絵
図
や
、
今
回
こ
こ
で
主
に
取
り
上
げ
る
寛
文
十
二
年
前
後
〓
六
七
二
〕
作
成
と
推
定
き
れ
る
貞
享
元
年
〓

六
八
四
〕
「
四
度
目
沼
垂
町
割
王
瀬
山
崩
西
川
会
河
新
潟
川
端
堀
口
両
俸
給
図
」
〔
絵
図
1
。
な
お
以
下
で
は
「
四
度
目
甫
垂
町
割
絵
図
」
あ
る
い
は
単
に
「
絵

図
」
と
略
称
〕
に
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
地
名
や
方
位
が
記
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
、
叫
般
虹
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
L
近
代
の
地
図
法
以

前
の
こ
う
し
た
古
絵
図
か
ら
そ
の
現
在
地
へ
の
比
定
を
行
お
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
容
易
で
ほ
な
い
こ
と
に
立
ち
至
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
九
九
〇
年
十
一
月
、
養
老
年
号
を
伴
う
「
沼
垂
城
」
を
記
L
た
木
簡
が
、
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
八
幡
林
遺
跡
か
ら
出
土
L
た
〔
且
。
そ
の
「
荷
重

l
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城
｣
の
文
字
は
､
半
世
紀
以
上
前
の
『
日
本
書
紀
』
大
化
三
年
是
歳
条
の
｢
浮
足
柵
｣
(
ヌ
ク
リ
ノ
キ
)
と
同
じ
に
読
め
る
も
の
で
､
漢
字
の
表
記
を
替
え
て
い

る
後
身
の
城
柵
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
そ
の
｢
沼
垂
｣
は
､
新
潟
市
旧
沼
垂
町
の
表
記
と
同
じ
で
あ
り
､
い
よ
い
よ
宙
垂
町
の
旧
故
地
に
実
在
し
た
こ

と
を
強
-
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
い
き
お
い
旧
沼
垂
の
故
地
｢
王
瀬
田
地
｣
の
位
置
を
記
し
た
｢
四
度
目
沼
垂
町
割
絵
図
｣
の
現
地
比
定
が
重
要
な
課
題

と
な
っ
た
o
そ
こ
で
二
〇
〇
〇
年
度
(
平
成
十
二
)
よ
-
そ
の
現
地
比
定
の
試
み
を
含
む
｢
前
近
代
の
渇
湖
河
川
交
通
と
遺
跡
立
地
の
地
域
史
的
研
究
｣
(
科
学

研
究
費
補
助
金
､
基
盤
研
究
A
-
2
)
を
テ
-
マ
に
し
た
共
同
研
究
が
発
足
し
た
こ
と
に
よ
-
､
そ
の
調
査
と
検
討
を
始
め
､
二
〇
〇
一
年
度
(
平
成
十
三
)
)

に
､
同
絵
図
の
旧
阿
賀
野
川
右
岸
地
域
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
､
結
果
を
別
稿
で
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
互
O

こ
こ
で
は
右
岸
地
域
に
限
定
し
た
が
､
今
回

は
左
岸
地
域
の
検
討
と
な
る
｡

前
回
右
岸
地
域
現
地
比
定
の
定
点
と
し
た
の
は
､
ま
ず
同
絵
図
の
｢
河
渡
本
村
｣
の
表
記
と
描
写
が
､
以
前
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る

同
地
区
の
現
様
態
と
よ
く
似
て
い
た
点
か
ら
で
あ
っ
た
｡
ま
た
そ
の
絵
図
の
砂
丘
描
写
で
は
､
明
治
四
十
四
年
地
形
図
と
対
比
し
た
時
､
そ
の
描
写
に
あ
る
程

度
の
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
こ
-
し
て
右
岸
地
域
に
関
し
て
古
絵
図
と
地
形
図
と
で
は
､
そ
の
方
位
と
距
離
に
大
き
な
齢
齢
を
具
体
的
に

解
析
で
き
た
の
で
あ
る
｡

今
回
､
旧
阿
賀
野
川
左
岸
地
域
に
つ
い
て
こ
こ
に
現
地
比
定
試
案
を
示
す
が
､
そ
れ
は
従
来
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
点
を
含
む
四
つ
の
定
点
を
導
い
た
こ

と
に
よ
る
｡
本
稿
で
は
ま
ず
､
使
用
し
た
四
つ
の
定
点
に
つ
い
て
節
を
替
え
て
述
べ
て
い
-
こ
と
か
ら
始
め
､
そ
の
関
連
す
る
現
地
比
定
の
成
果
と
し
て
旧
蒲

原
神
社
社
地
の
絵
図
中
の
金
鉢
山
の
位
置
問
題
を
論
じ
て
み
た
い
｡

〓

｢
四
度
目
沼
垂
町
割
絵
図
｣
に
お
け
る
旧
阿
賀
野
川
左
岸
地
域
の
四
つ
の
地
点

｢
四
度
目
沼
垂
町
割
絵
図
｣
の
旧
阿
賀
野
川
左
岸
地
域
と
ほ
､
む
ろ
ん
西
流
す
る
旧
阿
賀
野
川
が
北
流
す
る
信
濃
川
(
西
川
と
記
載
)
に
直
行
す
る
よ
う
に

合
流
す
る
地
点
の
左
岸
地
域
の
こ
と
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
陸
地
部
は
､
同
絵
図
上
方
の
北
を
扇
の
要
の
様
に
つ
き
だ
し
た
扇
形
を
な
し
て
い
る
｡
絵
図
で
は

そ
の
扇
形
は
九
〇
度
程
度
開
い
た
よ
-
に
措
か
れ
て
い
る
が
､
し
か
し
そ
れ
は
実
際
よ
り
も
!
五
度
程
度
狭
-
な
っ
て
い
る
｡

虜
の
南
の
縁
辺
は
､
｢
く
り
の
木
通
｣
上
流
の
｢
鏡
ケ
淵
｣
と
記
さ
れ
た
付
近
と
な
り
､
｢
沼
｣
風
の
淵
か
ら
東
西
に
流
れ
出
す
川
の
そ
の
先
は
､
川
過
と
道

以
外
に
描
写
は
省
略
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
絵
図
が
基
と
し
た
べ
-
ス
マ
ッ
プ
は
､
む
ろ
ん
存
在
し
た
も
の
で
あ
ろ
-
が
､
そ
の
研
究
は
な
-
今
後
の
課
題
で
あ
る
｡
し
か
し
同
絵
図
の
主
題
は
､

絵
図
標
題
の
｢
四
度
目
沼
垂
町
割
王
瀬
山
崩
西
川
会
河
新
潟
川
端
堀
口
両
湊
絵
図
｣
や
絵
園
内
の
河
欠
け
表
現
な
ど
に
よ
り
作
成
の
目
的
が
明
瞭
で
あ
る
｡
す

な
わ
ち
四
度
目
移
転
の
沼
垂
町
が
王
瀬
山
や
西
川
(
信
渡
川
)
の
河
欠
け
で
損
な
わ
れ
て
お
-
､
そ
の
位
置
を
新
潟
町
の
川
端
掘
口
と
の
位
置
関
係
を
明
示
し
､

次
の
五
度
日
沼
垂
町
移
転
の
実
現
を
期
す
目
的
を
示
し
て
い
る
｡
こ
-
し
て
四
度
目
の
沼
垂
町
割
ほ
同
絵
図
の
扇
の
要
近
-
に
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
開

- 2 -
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か
れ
た
肩
部
分
の
角
度
が
若
干
相
違
し
て
も
､
周
縁
縁
ど
に
面
標
的
な
敵
齢
は
な
-
､
町
並
み
描
写
に
困
難
を
伴
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

次
に
用
い
た
四
つ
の
｢
定
点
｣
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
｡

第
言
定
点
は
､
西
川
対
岸
の
新
津
屋
掘
､
広
小
路
掘
､
御
菜
堀
等
の
掘
ロ
の
記
載
で
あ
る
.
そ
の
掘
口
に
つ
い
て
は
､
特
に
新
津
屋
堀
口
か
ら
御
菜
堀
口

の
距
離
を
使
用
し
た
o
そ
の
位
置
は
､
享
保
十
年
新
潟
町
並
絵
図
､
明
治
三
年
新
潟
港
図
な
ど
に
よ
り
求
め
た
.
新
津
屋
掘
口
は
､
上
大
川
前
通
り
付
近
と
し
､

こ
こ
よ
-
河
欠
け
記
載
の
あ
る
沼
垂
渡
場
付
近
西
南
角
と
の
距
離
を
､
絵
図
記
載
通
り
の
=
ハ
九
間
(
約
三
〇
五
メ
-
ト
ル
)
に
と
っ
て
い
る
｡
こ
の
掘
口
は

前
述
の
よ
う
に
絵
図
の
標
題
に
も
あ
る
よ
-
に
､
正
確
を
期
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
.
な
お
同
絵
図
で
ほ
新
津
屋
掘
か
ら
広
小
路
堀
､
さ
ら
に
御
菜
掘
の
間

の
距
離
が
､
そ
れ
ぞ
れ
等
間
隔
と
な
っ
て
い
る
が
､
前
掲
図
や
一
万
分
の
蒜
図
で
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
そ
の
掘
口
間
ほ
等
間
隔
で
は
な
い
o
こ
の
点
が
相

違
す
る
の
で
､
広
小
路
掘
口
を
超
え
て
新
津
屋
掘
口
と
御
菜
摘
口
の
間
の
距
離
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
｡

第
二
は
､
第
1
Q
作
業
か
ら
､
新
津
屋
堀
口
の
対
岸
沼
垂
町
西
南
角
ま
で
､
二
ハ
九
間
の
距
離
を
と
る
と
､
同
絵
図
の
｢
-
り
の
木
通
｣
ほ
､
今
日
の
栗
ノ

木
川
(
但
し
現
在
は
填
め
立
て
ら
れ
て
道
路
と
な
っ
て
い
る
)
の
南
に
造
か
に
隔
た
っ
て
し
ま
-
｡
栗
ノ
木
川
は
､
五
度
目
の
沼
垂
町
の
移
転
に
伴
い
蛇
行
を

直
行
に
改
修
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
､
そ
の
位
置
を
大
き
-
ほ
変
え
て
い
な
い
も
の
と
見
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
同
絵
図
の
｢
く
り
の
木
通
｣
が
､
現
行

の
粟
ノ
木
川
か
ら
そ
れ
は
ど
離
れ
な
い
程
度
を
定
点
と
し
て
修
正
し
､
扱
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
｢
お
よ
そ
｣
な
ど
と
し
て
い
る
の
は
､
絵
図
中
の
川
が
大
き
-
舵

行
し
て
措
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

第
三
に
､
絵
図
に
与
え
る
入
間
掘
の
7
部
を
､
市
内
三
和
町
､
宮
浦
中
学
校
付
近
の
三
社
神
社
境
内
北
を
流
れ
て
い
た
入
間
頻
(
現
在
は
道
)
に
重
ね
合
わ

せ
た
こ
と
で
あ
る
｡

第
四
に
は
､
絵
図
中
の
｢
-
り
の
木
通
｣
の
｢
鏡
ケ
淵
｣
を
､
沼
垂
四
つ
角
に
ほ
ど
近
い
､
寺
町
通
-
掘
と
御
手
洗
川
の
合
流
す
る
付
近
に
求
め
た
こ
と
で

･
あ
る
(
4
)
.

以
上
を
ふ
亨
え
て
｢
四
度
目
沼
重
囲
｣
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
も
の
が
､
絵
図
2
で
あ
る
.
絵
図
扇
形
地
域
の
要
に
近
い
東
西
に
の
び
る
沼
垂
砂
丘
列
西
端
の

｢
金
鉢
山
｣
ほ
､
注
3
拙
稿
で
記
し
た
蒲
原
神
社
の
旧
地
で
あ
る
が
､
現
在
の
信
濃
川
･
｢
柳
都
大
橋
｣
下
流
側
付
近
と
な
る
｡
そ
の
位
置
は
地
元
伝
東
と
も
矛

盾
し
な
い
｡
ま
た
砂
丘
列
の
東
端
は
｢
-
り
の
木
通
｣
に
接
し
て
措
か
れ
て
い
る
が
､
付
近
に
｢
越
の
華
酒
造
｣
(
明
治
三
年
創
業
)
が
位
置
す
る
｡
砂
丘
地
の

良
質
な
井
戸
水
の
調
査
結
果
と
対
応
し
､
本
絵
図
比
定
の
裏
付
け
と
も
な
る
｡
節
を
替
え
て
そ
の
意
義
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
述
べ
て
お
く
｡

三

蒲
原
神
社
旧
地
｢
金
鉢
山
｣
と
蒲
原
津

蒲
原
郡
と
同
名
の
蒲
原
神
社
が
新
潟
市
長
嶺
三
-
1
八
に
あ
る
が
､
旧
名
は
五
社
神
社
､
な
お
古
-
は
享
保
二
十
年
(
一
七
三
五
)
に
神
社
側
か
ら
新
発
田

藩
に
提
出
し
た
｢
神
社
御
改
帳
｣
写
し
に
お
い
て
ほ
､
｢
先
年
之
社
ハ
金
鉢
山
申
て
青
海
之
社
八
ツ
之
山
七
ツ
之
谷
二
置
之
｣
と
金
鉢
山
に
あ
っ
て
青
海
社
と
言
っ

- 3 -
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た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
続
い
て
｢
百
年
以
前
ま
で
漸
々
社
山
壱
ツ
と
罷
成
候
由
､
其
後
迄
も
加
茂
之
明
神
と
五
社
宮
ハ
陰
陽
ニ
ッ
の
御
神
こ
て
､

先
年
よ
り
三
年
三
度
宛
加
茂
之
御
明
神
輿
出
､
蒲
原
金
入
山
へ
御
越
被
威
厳
由
こ
て
伝
御
座
候
｣
と
､
加
茂
明
神
と
陰
陽
の
関
係
に
あ
っ
て
､
三
年
に
一
度

加
茂
明
神
の
神
輿
が
蒲
原
金
鉢
山
の
青
海
神
社
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
｡
｢
加
茂
之
明
神
｣
と
は
､
申
す
ま
で
も
な
-
加
茂
市
の
青
海
神
社
の
こ
と
で
あ
っ
て
､

延
喜
神
名
式
に
｢
青
海
神
社
二
座
｣
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
神
社
の
こ
と
で
あ
る
o
こ
の
二
座
の
記
録
が
陰
陽
の
こ
と
と
す
れ
ば
三
年
に
一
度
妻
問
い
す
る
加

茂
之
明
神
が
陽
で
あ
り
､
さ
れ
て
い
る
蒲
原
神
社
が
陰
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
古
-
は
青
海
神
社
と
言
っ
た
と
の
所
伝
ほ
正
し
い
も
の
と
見
ら
れ

る
.
蒲
原
浄
光
寺
(
新
潟
市
西
掘
通
1
0
番
町
1
六
一
入
)
が
､
も
と
金
鉢
山
麓
に
あ
っ
て
｢
金
鉢
山
(
き
ん
は
つ
さ
ん
)
｣
と
号
し
て
い
た
と
い
-
が
､
こ
の

金
鉢
山
に
蒲
原
神
社
の
社
殿
が
あ
っ
た
と
も
伝
え
て
い
る
の
で
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
前
記
の
蒲
原
神
社
所
伝
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

南
憲
l
が
､
金
鉢
山
の
現
在
地
を
､
砂
丘
地
の
地
下
水
の
よ
い
こ
と
に
着
目
し
て
酒
造
家
｢
越
の
撃
｣
の
付
近
を
示
唆
し
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
o

こ
の

こ
と
に
つ
い
て
デ
フ
ォ
ル
メ
し
た
絵
図
2
で
ほ
､
砂
丘
上
の
西
端
の
｢
金
鉢
山
｣
は
､
現
在
の
万
代
島
付
近
と
な
る
が
､
同
じ
砂
丘
列
の
東
端
は
､
奇
遇
に
も

お
よ
そ
｢
越
の
華
酒
造
｣

の
付
近
に
-
る
o

囲
1
は
､
新
潟
市
三
和
町
1
番
1
号
､
流
作
場
総
鎮
守
三
社
神
社
宮
司
大
橋
毅
氏
の
ご
教
示
に
よ
り
作
成
し
た
三
和
町
1
角
の
井
戸
･
地
下
水
の
良
好
な
る

家
の
位
置
図
で
あ
る
｡
な
お
｢
越
の
華
｣
に
は
筆
者
が
訪
問
聞
き
取
り
を
行
っ
て
加
筆
し
て
い
る
｡
井
戸
･
地
下
水
調
査
は
､
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の

で
､
十
分
な
デ
-
タ
に
よ
る
考
察
は
で
き
な
い
が
､
良
好
な
る
井
戸
･
地
下
水
の
位
置
は
､
旧
信
越
線
の
線
路
付
近
に
分
布
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
こ
は
砂

丘
列
の
存
在
ほ
考
え
難
-
､
河
川
の
自
然
堤
防
に
よ
る
砂
の
堆
積
を
考
え
る
こ
と
が
よ
い
よ
-
に
思
わ
れ
る
｡
そ
の
北
端
に
｢
越
の
華
酒
造
｣
が
あ
る
が
､
そ

の
井
戸
･
地
下
水
の
良
好
さ
は
､
同
列
と
な
る
可
能
性
を
な
お
残
し
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
う
し
て
蒲
原
神
社
の
旧
所
在
地
金
鉢
山
の
位
置
を
ほ
ぼ
確
定
し
た
が
､
こ
の
金
鉢
山
付
近
こ
そ
一
〇
世
紀
延
長
年
間
成
立
の

『
延
書
式
』

に
見
え
る
越
後

国
の
国
幹
と
し
て
記
載
さ
れ
た
蒲
原
津
の
位
置
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
｡
そ
の
付
近
は
今
は
万
代
島
や
信
濃
川
の
河
中
と
な
っ
て
は
い
る
が
､
そ
れ
は
寛

文
十
二
年
(
f
六
七
二
)
以
後
の
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
以
前
ほ
前
述
し
た
色
部
氏
文
寄
な
ど
に
見
え
る
t
三
三
六
-
四
l
年
の
蒲
原
津
城
を
め
ぐ
る
攻
防
の
地

と
し
て
存
在
し
､
さ
ら
に
遡
っ
て
は
1
0
世
紀
の
延
書
式
の
時
代
に
お
け
る
滴
原
津
の
地
と
し
て
こ
の
付
近
に
求
め
る
こ
と
を
不
当
と
す
る
こ
と
ほ
で
き
な
い
.

な
ぜ
こ
の
こ
と
を
不
当
と
す
る
見
解
を
否
定
し
て
述
べ
る
の
か
と
い
-
と
､
平
安
後
期
の
康
平
(
l
〇
五
入
-
六
五
)
･
寛
治
年
間
(
1
〇
八
七
-
九
四
)
に
各
々

成
立
し
た
と
す
る
､
越
後
平
野
を
広
-
内
湾
に
措
い
た
二
幅
の
い
わ
ゆ
る
｢
越
後
の
古
代
図
｣
が
あ
る
た
め
で
あ
る
｡
こ
の
絵
図
の
問
題
の
内
容
は
､
旧
版
『
新

潟
市
史
』
(
昭
和
八
年
刊
)
が
｢
偽
古
図
｣
と
し
て
記
載
内
容
の
矛
盾
を
繰
々
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
尽
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
其
の
克
服
の
た
め
に
は
な

お
｢
偽
古
図
｣
が
な
ぜ
､
ど
う
し
て
作
成
さ
れ
た
か
ま
で
の
批
判
を
要
す
る
が
､
古
絵
図
古
地
図
史
の
解
明
が
で
き
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
｡

し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
一
〇
世
紀
以
来
の
滴
原
津
は
､
近
世
初
頭
に
至
る
ま
で
倍
波
川
右
岸
の
河
口
付
近
に
存
在
し
続
け
て
い
た
可
能
性
は
高
く
な
っ
た
.

し
た
が
っ
て
後
世
の
地
名
記
載
な
ど
問
題
の
多
い
｢
越
後
の
舌
代
図
｣
か
ら
､
河
口
の
激
し
い
変
遷
を
結
び
つ
け
て
蒲
原
津
を
古
津
に
求
め
る
な
ど
の
主
張
は
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克
服
で
き
た
と
考
え
る
.
蒲
原
津
が
金
鉢
山
付
近
に
お
い
て
一
〇
世
紀
以
来
近
世
初
頭
ま
で
結
構
安
定
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
､
こ
の
付
近
の
地
下
調

査
も
重
要
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
｡
ま
た
そ
の
こ
と
ほ
､
中
世
の
加
地
庄
沼
垂
湊
に
つ
い
て
も
i

O
世
紀
代
に
遡
及
し
て
見
て
い
-
推
定
が
許
さ
れ
て
-
る

も
の
と
思
わ
れ
る
｡

古代の蒲原津と｢四度目沼垂町割絵図｣

四

結
び
に
か
え
て
-
山
ノ
下
王
瀬
地
区
な
ど
で
の
ボ
-
リ
ン
グ
･
ジ
オ
ス
ラ
イ
サ
-
調
査
結
果
-

王
瀬
地
区
を
な
ぜ
ボ
-
リ
ソ
グ
調
査
の
中
心
対
象
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
蜜
で
の
文
脈
で
も
お
察
し
い
た
だ
け
る
が
､
こ
こ
で
簡
潔
に
整
理
し
て
お

き
た
い
.

八
幡
林
遺
跡
出
土
の
養
老
年
号
を
伴
う
木
簡
｢
沼
垂
城
｣
は
､
浮
足
柵
の
後
身
で
あ
る
.
｢
沼
垂
城
｣
名
称
は
､
地
名
化
し
て
中
世
の
加
地
荘
沼
垂
湊
に
継
東

さ
れ
た
こ
と
｡
沼
垂
町
の
寺
院
･
神
社
の
所
伝
な
ど
か
ら
旧
沼
垂
町
の
元
釆
の
位
置
が
王
瀬
地
区
と
さ
れ
､
王
瀬
長
者
の
伝
説
も
伝
え
て
い
る
｡
｢
四
度
目
沼
垂

町
割
絵
図
｣
に
は
｢
王
瀬
田
地
｣
を
記
し
て
い
る
o
そ
の
旧
沼
垂
町
地
区
に
は
､
現
白
山
神
社
社
家
の
上
田
家
基
地
が
現
在
も
所
在
し
て
い
る
.

以
上
の
認
識
に
基
づ
い
て
ボ
-
-
ソ
グ
調
査
地
を
王
瀬
地
区
に
求
め
､
地
下
三
〇
メ
-
-
ル
の
地
層
を
直
径
六
セ
ソ
チ
の
パ
イ
プ
で
標
本
を
捉
え
出
す
オ
-

ル
コ
ア
･
ポ
-
リ
ソ
グ
方
法
に
よ
る
平
成
十
三
年
度
旧
王
瀬
地
区
で
の
調
査
で
ほ
､
五
千
年
前
の
福
島
県
会
津
地
域
の
沿
沢
火
山
灰
の
河
川
堆
積
を
現
在
の
地

表
下
一
八
メ
-
ト
ル
前
後
の
層
で
と
ら
え
た
.
こ
れ
に
よ
っ
て
五
千
年
前
に
ほ
阿
賀
野
川
の
流
路
が
一
端
は
成
立
し
､
流
路
と
海
岸
線
と
の
間
に
砂
丘
が
す
で

に
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
.
こ
れ
に
よ
っ
て
新
砂
丘
m
の
端
緒
的
な
成
立
時
期
は
､
従
来
の
古
墳
時
代
と
い
う
理
解
よ
-
も
遥
か
に
古
い
､
今
か
ら
五

〇
〇
〇
年
以
前
と
推
定
で
き
る
画
期
的
な
知
見
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
ボ
-
リ
ン
グ
調
査
場
所
で
あ
る
ー
R
貨
物
の
臨
港
廃
線
の
線
路
上
で
地
表
下
五
メ
-
-
ル
付
近
で
ま
と
ま
っ
た
地
表
生
活
層
を
捉
え
だ
し
た
.
そ
の

地
層
上
位
層
に
あ
る
ガ
ツ
ポ
層
の
炭
化
物
で
は
､
u

:
調
査
で
､
三
種
額
の
デ
-
タ
の
う
ち
に
も
っ
と
も
古
い
年
代
と
し
て
紀
元

1
1
八
〇
±
三
〇
年
の
デ
-
タ

が
あ
っ
た
.
u

=
の
デ
-
タ
は
あ
-
ま
で
も
参
考
値
に
止
ま
る
が
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
視
で
き
な
い
の
は
､
新
し
い
部
分
よ
-
も
､
も
っ
と
も
古
い
場
合
で
あ

る
と
い
う
.
こ
の
生
活
層
が
分
布
し
て
い
る
範
囲
と
時
代
と
を
七
-
八
世
紀
に
特
定
で
き
る
な
ら
ば
､
そ
の
層
に
か
か
る
工
事
な
ど
に
つ
い
て
事
前
の
調
査
を

義
務
づ
け
､
補
助
金
な
ど
を
制
度
化
し
て
い
-
な
ら
ば
､
い
ず
れ
浮
足
柵
･
沼
垂
城
の
遺
構
に
当
た
る
こ
と
が
見
通
さ
れ
て
-
る
o
こ
う
し
た
結
果
か
ら
平
成

十
四
年
度
調
査
で
は
､
地
震
跡
調
査
に
用
い
る
ジ
オ
t
(
_

l
フ
ィ
サ
-
と
い
-
磯
械
に
よ
る
臨
港
線
脇
地
下
な
ど
の
生
活
層
の
遺
物
採
集
を
目
指
し
た
考
古
学
的
な

年
代
の
確
定
に
向
け
た
調
査
を
行
っ
た
.
し
か
し
現
在
(
平
成
十
五
年
1
月
末
日
)
ま
で
の
と
こ
ろ
､
目
立
っ
た
遺
物
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
o

- 5 -
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(
1
)
後
述
の
よ
う
に
金
鉢
山
の
現
在
地
を
推
定
し
た
南
憲
1
氏
ほ
､
平
成
十
四
年
四
月
十
二
日
の
｢
沼
垂
の
今
昔
宣
言
会
｣
で
講
演
し
､
砂
丘
地
の
地
下
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水
が
よ
い
こ
と
に
着
目
し
､
酒
造
家
｢
越
の
華
｣
社
付
近
を
提
起
し
た
o
ま
た
言
タ
-
と
カ
ン
パ
ラ
に
関
す
る
中
世
古
文
書
の
記
述
か
ら
川
を
渡
る
関

係
に
あ
っ
た
と
し
て
､
こ
れ
が
近
世
に
至
る
も
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
o

(
2
)

｢
特
集

八
幡
林
遺
跡
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『
新
潟
考
古
』
五
号
､
一
九
九
四
年
)
､
｢
地
方
史
研
究
の
現
状

新
潟
県
｣
古
代
(
冒
本
歴
史
≡
ハ
〇
六
号
､

1
九
九
入
牢
十
一
月
)
や
『
信
濃
』
の
毎
年
六
月
号
に
お
け
る
｢
隣
県
地
方
史
学
界
の
動
向
｣
が
有
益
で
あ
る
｡

(
3
)
筆
者
を
研
究
代
表
者
に
､
主
に
新
潟
大
学
の
メ
ソ
バ
-
が
主
と
な
っ
た
1
四
名
の
チ
-
ム
(
こ
の
チ
-
ム
は
､
古
文
書
古
絵
図
班
､
考
古
班
､
地
質
地

形
班
の
三
つ
の
渋
か
ら
な
っ
て
い
る
)
に
よ
り
､
浮
足
柵
調
査
を
含
む
｢
前
近
代
の
潟
湖
河
川
交
通
と
遺
跡
立
地
の
地
域
史
的
研
究
｣
が
二
〇
〇
〇
年
か

ら
四
カ
年
の
計
画
で
､
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
A
(
以
下
､
科
研
と
略
称
､
平
成
十
二
年
度
-
十
五
年
度
の
調
査
研
究
補
助
金
)
に
採
択

さ
れ
た
｡

右
の
科
研
の
テ
-
マ
が
扱
う
範
囲
は
広
い
が
､
私
の
分
担
す
る
範
囲
は
古
代
に
当
た
り
､
浮
足
柵
や
磐
舟
柵
の
探
求
が
重
要
な
テ
-
マ
と
も
な
る
｡
そ

の
調
査
の
初
年
度
の
成
果
は
､
二
〇
〇
1
年
三
月
四
日
に
行
っ
た
調
査
成
果
発
表
の
雑
1
回
シ
ソ
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
､
｢
内
水
面
か
ら
み
た
浮
足
柵
･
磐

舟
柵
｣
を
報
告
し
た
(
平
成
十
二
年
度
『
｢
前
近
代
の
潟
渦
河
川
交
通
と
遺
跡
立
地
の
地
域
史
的
研
究
｣
調
査
研
究
経
過
報
告
書
』
二
〇
〇
l
年
三
月
)
0

両
柵
が
海
路
は
む
ろ
ん
､
内
水
面
に
お
い
て
も
安
定
的
に
結
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
遺
跡
園
な
ど
よ
-
復
元
推
定
し
､
併
せ
て
両
柵
の
諸
問

題
に
つ
い
て
述
べ
た
｡
し
か
し
両
柵
の
関
係
を
文
献
的
な
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
ほ
い
な
か
っ
た
｡

ま
た
第
二
年
度
の
調
査
成
果
は
､
二
〇
〇
二
年
三
月
三
日
の
第
二
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
､
｢
よ
み
が
え
る
か
､
浮
足
柵
｣
と
題
し
て
報
告
し
た
o

そ
れ
は
､
ボ
-
-
ソ
･
'
h
調
査
の
位
置
を
選
定
の
た
め
に
､
｢
四
度
目
荷
重
町
割
王
瀬
山
崩
西
川
会
河
新
潟
川
端
掘
口
両
湊
絵
図
｣
(
寛
文
十
二
(
〓
ハ
七
二
)

年
作
図
推
定
｡
以
下
｢
四
鹿
沼
垂
町
割
絵
図
｣
と
略
称
す
る
)
現
地
に
比
定
す
る
た
め
の
検
討
を
行
っ
た
結
果
を
絵
図
の
デ
フ
ォ
ル
メ
と
し
て
示
し
た
｡

ま
た
そ
の
ボ
-
-
ソ
グ
調
査
地
の
中
心
を
旧
沼
垂
町
の
王
瀬
地
区
に
求
め
た
結
果
､
地
質
･
地
形
班
ほ
､
浮
足
柵
の
時
代
に
近
い
有
望
な
地
層
を
掴
ん
だ

可
能
性
が
あ
り
､
ま
た
砂
丘
形
成
年
代
の
新
た
な
理
解
忙
及
ぶ
成
果
も
得
た
(
平
成
十
三
年
度
『
｢
前
近
代
の
渦
潮
河
川
交
通
と
遺
跡
立
地
の
地
域
史
的
研

究
｣
調
査
研
究
経
過
報
告
書
』
二
〇
〇
二
年
三
月
)
｡
こ
れ
ら
を
踏
嘗
見
､
浮
足
柵
設
置
を
め
ぐ
る
二
-
三
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
｢
未
発
見
『
浮

足
柵
』
の
調
査
等
を
め
ぐ
っ
て
1
｢
前
近
代
の
潟
湖
河
川
交
通
と
遺
跡
立
地
の
地
域
史
的
研
究
｣
の
中
間
報
告
な
ど
-
｣
(
『
新
潟
史
学
』
第
四
八
号
二
〇
〇

二
年
七
月
)

で
あ
る
｡

(
4
)

｢
鏡
ケ
淵
｣
の
位
置
は
､
南
憲
一
氏
の
教
示
を
得
た
｡
記
し
て
感
謝
し
た
い
｡
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古代の蒲原津と｢四度目沼垂町割絵図｣

絵図1寛文十二年前後(1672)作成と推定の貞享元年(1684) ｢四度目沼垂町割王瀬山崩西川会河新潟川

端堀口両湊絵図｣

-
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-



渡･越後文化交流史研究

絵図2 絵図1を本文のようにデフォルメした(このデフォルメは､モノクローム新潟,原簿棄民の助力

により作成した)

-
8

-



古代の蒲原津と｢匹壬度E]沼垂町割絵図｣

絵図3 デフォルメ絵図2を昭和59年作成新潟市1万分1地形図を縮小したものに重ねた

-
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-



渡･越後文化交流史研究

絵図4 点字元(1684)年 沼垂町絵図(部分･沼垂町屋敷地付近) (新発田市立国書虎所蔵)
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古代の蒲原津と｢四度目沼垂町割絵図｣

図1新潟市三和町付近の井戸水調査の聞き取り作業途中図(赤は､良水の井戸)

-
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-




