
佐
渡
国
中
平
野
の
条
里
地
割
分
布
に
関
す
る
研
究
の
現
状
と
基
礎
資
料
の
遺
存
状
況

堀

健

彦

l
　
は
じ
め
に

条
里
地
割
と
は
、
純
一
〇
九
メ
ー
ト
ル
方
格
の
土
地
区
画
で
あ
り
、
近
代
に
入
る
ま
で
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
、
水
田
耕
作
を
支
え
る
基
盤
と
し
て
存
続
、

機
能
し
て
き
た
。
佐
渡
島
で
は
、
現
在
は
消
失
L
て
し
ま
っ
た
が
、
国
中
平
野
及
び
羽
茂
平
野
等
に
尭
里
地
割
が
存
在
L
て
い
た
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
指
摘

さ
れ
て
い
る
T
）
。

条
里
地
割
施
工
の
契
機
と
L
て
は
、
古
く
か
ら
虻
田
収
授
と
結
び
つ
け
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
の
金
田
革
帯
の
研
究
で
は
、
三
世
一
身
法
、
墾
田
永

年
私
財
法
施
行
に
よ
る
公
私
の
田
の
弁
別
作
業
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
導
入
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
互
。
ま
た
、
金
田
は
条
里
地
割
と
呼
称

法
が
律
令
国
家
だ
け
で
な
く
、
荘
園
割
下
で
も
維
持
さ
れ
、
あ
る
い
ほ
新
規
に
設
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
（
且
。

い
ず
れ
の
見
解
に
せ
よ
、
条
里
地
割
ほ
佐
渡
か
ら
遠
く
離
れ
た
地
域
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
制
度
に
由
来
す
る
土
地
区
画
の
形
態
で
あ
り
、
島
外
か
ら
伝
播

し
た
文
化
景
観
空
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
地
割
の
存
在
ほ
、
佐
渡
島
に
お
い
て
も
古
代
中
世
社
会
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
雄
弁

に
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
地
割
は
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
先
人
連
の
長
期
間
に
わ
た
る
営
為
の
結
晶
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
農
業
発
達
史

的
な
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
対
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

筆
者
が
専
門
と
し
て
い
る
歴
史
地
理
学
は
、
地
名
や
地
割
、
絵
図
、
古
文
書
な
ど
を
駆
使
し
て
、
過
去
の
地
物
の
形
態
を
復
原
す
る
作
業
を
、
そ
の
学
問
的

特
徴
の
一
つ
と
し
て
い
る
（
去
新
潟
大
学
人
文
学
部
の
地
理
学
ゼ
ミ
で
ほ
、
地
理
学
実
習
に
参
加
し
て
い
る
学
生
達
と
と
も
に
、
空
中
写
真
、
大
縮
尺
囲
、
地

籍
図
な
ど
の
資
料
か
ら
国
中
平
野
に
お
け
る
条
里
地
割
を
復
原
す
る
作
業
を
進
め
て
き
て
い
る
。

条
里
地
割
復
原
に
あ
た
っ
て
ほ
、
現
地
の
観
察
、
空
中
写
真
の
判
読
、
大
縮
尺
園
の
読
図
、
地
籍
図
の
張
り
合
ぁ
せ
作
業
を
通
じ
て
抽
出
さ
れ
る
方
格
が
条

里
を
検
出
す
る
際
の
手
掛
か
り
と
な
る
宣
。
た
だ
L
、
現
地
の
観
察
に
つ
い
て
は
、
耕
地
整
理
事
業
等
で
古
い
地
割
が
失
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
極
め
て
多
い

た
め
困
難
で
あ
り
、
ま
た
わ
が
国
で
は
第
二
次
大
戦
後
に
米
軍
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
が
最
も
古
い
も
の
と
な
る
空
中
写
真
に
つ
い
て
も
、
撮
影
以
前
に

整
備
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た
場
合
、
手
立
て
と
し
て
有
効
性
を
欠
く
。
こ
こ
で
言
う
大
縮
尺
国
と
は
縮
尺
が
三
〇
〇
〇
骨
品
二
等
の
、
国
土
地
理
院
発
行
の
地

形
図
よ
り
も
大
柿
尺
の
地
図
で
あ
り
、
耕
地
の
詳
細
な
形
状
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
最
新
の
も
の
に
つ
い
て
ほ
市
町
村
役
場
の
土
木
部
等
に
て
餌

14



渡･越後文化交流史研究

第一国 対象地域概観 旧版五万分の一地形図(河債田.夷 大正五年測量)
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佐渡国中平野の条里地割分布に関する研究の現状と基礎資料の遺存状況
布
さ
れ
て
い
る
が
､
条
里
地
割
検
出
が
可
能
な
古
い
年
代
の
大
縮
尺
図
は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
い
o
地
籍
図
互
(
更
正
図
)
は
市
町
村
役
場
の
税
務
関

係
の
部
署
及
び
法
務
局
に
同
じ
も
の
が
納
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
､
地
域
の
旧
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
資
料
の
内
､
地
元
に
所
在
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
､
廃
棄
さ
れ
て
い
る
ケ
-
ス
も
あ
り
､
資
料
の
散
逸
を
防
ぐ
意
味
で
も
早
期
に
所
在
を
確
認
し
､

保
存
を
図
る
必
要
が
あ
る
｡

本
年
度
は
､
平
成
1
三
年
(
二
〇
〇
こ
八
月
三
〇
日
及
び
九
月
二
四
日
-
二
七
日
に
わ
た
っ
て
調
査
を
行
っ
た
が
､
日
下
'
復
原
の
作
業
を
進
め
て
い
る

段
階
で
､
具
体
的
な
復
原
結
果
を
提
示
す
る
に
は
､
ま
だ
幾
ば
-
か
の
作
業
時
間
が
必
要
で
あ
る
｡
そ
こ
で
小
論
で
は
､
佐
渡
国
中
平
野
の
条
里
地
割
分
布
に

関
す
る
調
査
･
研
究
の
現
状
と
､
復
原
に
必
要
な
資
料
の
遣
存
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
､
調
査
の
中
間
報
告
に
か
え
た
い
o
な
お
､
復
原
調
査
は
授
業
の
1
環

と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
が
､
本
稿
に
関
係
す
る
資
料
の
調
査
は
全
て
筆
者
が
自
ら
行
っ
て
お
-
､
文
責
は
全
て
筆
者
に
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
｡

こ

条
里
地
割
分
布
に
つ
い
て
の
既
往
研
究
〔
7
)

佐
渡
の
条
里
地
割
に
つ
い
て
は
､
昭
和
三
〇
年
代
以
降
､
そ
の
存
在
が
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
.
古
-
は
､
池
田
正
友
が
国
中
平
野
西
部
に
条

里
地
割
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
し
互
､
続
い
て
谷
岡
武
雄
も
全
国
の
条
里
地
割
分
布
を
示
し
た
囲
の
中
で
佐
渡
国
中
平
野
に
条
里
地
割
の
存
在
を
認
め
て
い

る
(
g
)
0

こ
れ
ら
の
研
究
が
全
国
規
模
で
の
条
里
分
布
を
述
べ
た
中
で
佐
渡
国
中
平
野
の
条
里
地
割
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
､
国
中
の
条
里
を

本
格
的
に
取
り
扱
う
研
究
の
出
現
は
昭
和
四
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
｡

昭
和
四
i
年
に
鏡
山
猛
が
国
中
平
野
の
条
里
地
割
に
つ
い
て
､
現
地
に
お
け
る
資
料
調
査
を
行
い
､
地
形
図
上
で
そ
の
分
布
を
想
定
し
て
い
る
〔
誓
田
中
圭

一
･
山
本
仁
が
国
中
平
野
の
条
里
地
割
に
つ
い
て
､
空
中
写
真
と
地
籍
図
(
更
正
図
)

に
よ
り
つ
つ
､
分
布
に
つ
い
て
報
告

し
て
い
る
(
-

1
)
.
田
中
ら
に
よ
れ
ば
､

佐
和
田
町
の
八
幡
､
長
木
､
真
野
町
の
金
丸
､
四
日
町
､
竹
田
､
金
井
町
の
泉
､
中
興
､
新
保
､
畑
野
町
の
三
宮
､
咲
田
､
下
畑
､
安
国
寺
､
目
黒
町
､
宮
浦
､

寺
田
､
新
穂
村
の
皆
川
､
新
穂
､
舟
下
､
武
井
と
い
っ
た
五
か
町
村
の
大
字
の
､
標
高
四
メ
-
･
L
ル
以
下
の
低
湿
地
に
分
布
す
る
と
述
べ
て
い
る
｡
残
念
な
が

ら
､
そ
れ
ぞ
れ
の
町
村
の
各
大
字
に
お
い
て
､
ど
こ
に
ど
れ
だ
け
の
条
里
地
割
が
存
在
し
て
い
る
か
と
い
-
点
に
つ
い
て
は
図
示
さ
れ
て
お
ら
ず
､
具
体
的
な

復
原
に
ほ
至
っ
て
い
な
い
｡

昭
和
四
二
年
と
翌
四
三
年
に
ほ
佐
渡
国
府
の
緊
急
調
査
の
l
環
と
し
て
､
竹
田
沖
地
区
に
遺
存
し
て
い
た
条
里
に
つ
い
て
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の

成
果
は
､
『
佐
渡
国
府
緊
急
調
査
報
告
書
-
』
垂
､
『
佐
渡
国
府
緊
急
調
査
報
告
書
(
若
宮
遺
跡
)
藍
'
.
=
'
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
､
注
目
し
た
い
の
ほ
､

佐
藤
利
夫
｢
竹
田
川
扇
状
地
の
条
里
に
つ
い
て
｣
'
･
｡
'
と
い
う
国
中
平
野
条
里
､
と
り
わ
け
竹
田
沖
の
条
里
に
つ
い
て
扱
っ
た
専
論
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
佐
藤
は
､

国
中
平
野
の
条
里
地
割
の
分
布
域
を
､
低
地
帯
と
真
野
町
竹
田
川
､
両
辞
市
長
江
川
､
貝
喰
川
な
ど
の
洪
積
台
地
の
開
析
扇
状
地
に
存
在
す
る
と
述
べ
る
｡
さ

- 43 -



渡･越後文化交流史研究

ら
に
条
里
施
工
地
と
思
わ
れ
る
も
の
が
､
八
幡
砂
丘
の
東
方
､
石
田
川
流
域
に
も
認
め
ら
れ
る
と
す
る
が
､
そ
の
裏
付
け
調
査
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い
る
｡

さ
ら
に
'
国
中
平
野
の
条
里
施
工
域
に
つ
い
て
も
推
定
囲
を
示
し
て
い
る
が
､
基
本
的
に
国
土
地
理
院
の
地
形
図
上
に
機
械
的
に
方
格
を
当
て
は
め
､
お
お
よ

そ
の
分
布
域
を
示
す
に
止
ま
っ
て
お
-
､
詳
細
な
復
原
図
を
提
示
す
る
紅
は
至
っ
て
い
な
い
｡

上
述
の
調
査
は
､
地
元
の
研
究
者
が
中
心
と
な
っ
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
､
島
外
の
研
究
者
で
調
査
に
参
与
し
て
い
た
の
が
藤
岡
琴
面
で
あ
り
､

藤
岡
の
主
宰
す
る
京
都
大
学
教
養
部
地
理
学
教
室
は
昭
和
四
二
年
夏
に
､
佐
渡
島
に
つ
い
て
包
括
的
な
歴
史
地
理
調
査
の
1
環
と
し
て
､
佐
渡
の
条
里
に
つ
い

て
も
調
査
を
実
施
し
､
研
究
交
流
を
行
っ
て
い
る
｡
調
査
で
は
､
当
時
残
っ
て
い
た
国
府
川
左
岸
の
条
里
地
割
に
つ
い
て
は
現
地
に
お
け
る
調
査
お
よ
び
昭
和

二
〇
年
代
の
米
軍
撮
影
の
空
中
写
真
の
判
読
に
よ
っ
て
地
割
を
検
出
し
､
検
討
を
加
え
て
い
る
｡
他
方
､
堅
剛
に
行
わ
れ
た
耕
地
整
理
に
よ
り
条
里
地
割
が
失

わ
れ
た
国
府
川
右
岸
で
は
､
土
地
改
良
区
や
役
場
に
所
蔵
さ
れ
た
古
図
の
情
報
を
も
と
に
分
布
状
況
を
推
測
し
て
い
る
｡
こ
の
時
の
成
果
ほ
､
昭
和
四
六
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
(
空
で
示
さ
れ
て
い
る
が
､
資
料
の
残
存
状
況
を
反
映
し
て
､
左
岸
地
区
に
つ
い
て
は
比
較
的
詳
し
い
復
原
園
の
作
成
や
記

述
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
右
岸
地
区
に
つ
い
て
ほ
､
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
､
金
井
町
域
の
条
里
地
割
の
分
布
に
つ
い
て
､
金
井
町
立
図
書
館
に
保
存
さ
れ

て
い
た
和
紙
に
複
写
さ
れ
た
耕
地
整
理
前
の
図
に
よ
り
つ
つ
｢
万
一
町
の
区
画
が
中
興
の
字
柳
田
･
寒
作
･
菅
田
付
近
に
五
個
ば
か
り
検
出
さ
れ
る
o
ま
た
､

泉
に
は
県
道
付
近
を
北
限
と
し
て
約
l
O
個
の
区
画
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｣
{
･
:
:
L
と
報
告
す
る
に
止
ま
っ
て
お
-
､
残
念
な
が
ら
分
布
や
形
態
に
つ
い
て
の
､

よ
り
具
体
的
な
記
述
･
図
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
右
岸
地
区
の
記
述
が
少
な
い
l
困
と
L
て
､
調
査
が
短
期
日
の
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
､
役
場
等
所
蔵
の
地

籍
図
な
ど
の
資
料
に
つ
い
て
十
分
に
調
べ
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡

戦
前
に
土
地
区
画
が
消
滅
し
た
地
区
が
多
い
国
中
平
野
に
お
い
て
､
畑
野
町
の
三
宮
地
区
や
下
畑
地
区
や
真
野
町
と
畑
野
町
に
属
す
る
竹
田
沖
地
区
は
､
比

較
的
近
年
ま
で
条
里
地
割
が
残
さ
れ
て
い
た
地
区
で
あ
-
､
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

畑
野
町
の
三
宮
地
区
等
は
､
昭
和
四
〇
年
代
の
圃
場
整
備
事
業
に
よ
っ
て
消
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
『
寺
田
館
･
下
畑
玉
作
遺
跡
･
条
里
遺
構
･
発
掘
調

査
概
要
』
(
-
7
)
と
い
う
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
｡
同
書
中
で
ほ
佐
藤
利
夫
が
条
里
に
関
係
す
る
小
字
地
名
に
注
目
す
る
は
か
､
潅
概
に
も
留
意
し
て
い
る
｡

竹
田
沖
地
区
の
条
里
地
割
も
､
昭
和
五
〇
年
代
の
圃
場
整
備
事
業
に
よ
っ
て
消
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
そ
れ
に
先
だ
っ
て
､
条
里
地
割
の
形
状
や
濯
概

シ
ス
テ
ム
の
把
撞
･
記
録
､
発
掘
に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
お
-
､
『
竹
田
仲
条
里

新
潟
県
佐
渡
郡
竹
田
仲
条
里
遺
構
発
掘
調
査
概
報
-
』
垂
､
『
竹
田
沖
条

里

新
潟
県
佐
渡
郡
竹
田
沖
条
里
遺
構
発
掘
調
査
概
報
』
〔
川
)
と
い
-
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
.
特
に
発
掘
調
査
で
は
､
竹
田
川
が
平
野
へ
出
る
所
の
徴
高

地
上
の
古
墳
時
代
の
構
築
物
が
八
世
紀
な
か
ば
ご
ろ
に
消
滅
し
て
い
る
こ
と
､
竹
田
川
下
流
の
低
位
段
丘
上
の
住
居
利
用
は
室
町
時
代
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
､
こ
の
地
区
の
条
里
景
観
が
室
町
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
完
成
を
見
た
と
述
べ
る
｡
こ
れ
ら
の
調
査
は
､
明
治
期
の
地
図
類
､
戦
後

の
空
中
写
真
等
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
分
析
さ
れ
て
き
た
佐
渡
の
条
里
地
割
に
つ
い
て
､
そ
の
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
知
見
を
提
示
し
て
い
る
点

で
注
目
さ
れ
る
.
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次
に
自
治
体
史
に
目
を
転
じ
る
｡
真
野
町
で
は
､
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
竹
田
沖
地
区
に
条
里
地
割
が
遺
存
し
､
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て

か
､
条
里
に
関
す
る
記
載
が
詳
細
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
｢
島
内
で
条
里
遺
構
の
分
布
し
て
い
る
所
ほ
､
い
ず
れ
も
舌
代
の
国
府
ま
た
ほ
郡
家
所
在
地
周
辺
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
古
代
に
お
け
る
官
衝
の
所
在
地
附
近
が
生
産
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｣
〔
加
〕
と
す
る
点
は
､
国
中
平
野
の
耕
地
整
理
事
業
に
よ

り
早
期
に
条
里
地
割
が
消
失
し
た
地
区
も
多
い
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
､
平
野
全
体
の
条
里
地
割
分
布
の
具
体
的
に
復
原
し
た
上
で
結
論
付
け
る
必
要
が
あ

ろ
う
｡

畑
野
町
に
も
近
年
ま
で
条
里
地
割
が
残
っ
て
い
た
.
『
畑
野
町
史
･
総
篇

波
多
』
茄
)
で
は
､
米
軍
撮
影
の
空
中
写
真

か
ら
､
目
黒
町
か
ら
下
畑
･
三
宮
･
竹

田
沖
の
条
里
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
粟
野
江
の
長
谷
川
橋
付
近
か
ら
目
黒
町
出
崎
ま
で
と
､
出
崎
か
ら
長
谷
川
右
岸
地
区
ほ
耕
地
整
理
が
完
了
し
て
お
り
不

明
と
述
べ
る
｡

明
治
末
に
行
わ
れ
た
旧
金
沢
村
域
(
現
金
井
町
)
､
大
正
期
に
実
施
さ
れ
た
新
穂
村
域
な
ど
全
国
的
に
見
て
比
較
的
早
い
段
階
で
耕
地
整
理
事
業
が
実
施
さ
れ

た
(
g
"
国
中
平
野
東
部
で
は
､
現
地
観
察
か
ら
条
里
地
割
の
残
存
を
辿
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
o

す
な
わ
ち
､
『
佐
渡
金
井
町
の
歴
史
』
(
s
'
で
は
｢
国
仲
平
野
で
は
国
府
川
左
岸
i
帯
､
右
岸
地
域
の
沼
沢
地
(
菱
池
)
や
卑
湿
地
を
避
け
た
新
保
沖
､
中
興
沖
､

泉
の
国
道
下
付
近
な
ど
に
そ
の
遺
構
が
み
ら
れ
る
｣
と
し
､
泉
で
は
泉
沖
の
低
湿
地
の
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
お
り
､
千
種
の
尾
花
で
も
県
道
の
金
井
-
新
穂
線

よ
り
南
方
に
限
ら
れ
､
新
保
沖
か
ら
東
で
ほ
存
在
し
な
い
と
述
べ
る
｡
そ
し
て
条
里
の
分
布
を
制
約
す
る
条
件
と
し
て
､
小
規
模
河
川
を
利
用
し
て
の
利
水
条

件
が
相
対
的
に
悪
い
こ
と
を
あ
げ
る
(
,
7
;
)
.

新
穂
村
も
古
い
地
割
形
態
を
窺
い
知
る
こ
と
が
困
難
な
地
域
で
あ
り
､
『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』

で
も
新
穂
村
域
に
つ
い
て
は
は
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
o

そ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
か
､
『
新
穂
村
史
』
垂
で
は
､
条
里
に
つ
い
て
の
具
体
的
記
述
が
見
え
な
い
Q

総
括
す
る
と
､
竹
田
沖
地
区
な
ど
､
島
内
に
お
い
て
最
後
ま
で
条
里
地
割
が
残
っ
て
い
た
地
域
に
つ
い
て
ほ
､
研
究
調
査
が
進
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
(
E
S
)
I

早
期
に
耕
地
整
理
が
行
わ
れ
､
地
名
等
か
ら
条
里
地
割
が
存
在
し
た
と
推
測
せ
ざ
る
得
な
い
平
野
東
部
を
中
心
と
し
た
地
区
に
お
け
る
条
里
地
割
の
存
在
形
態

に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
点
が
多
い
o
ま
た
分
布
に
つ
い
て
､
最
も
具
体
的
な
復
原
図
の
提
示
が
行
わ
れ
て
い
る
『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
に
お
い

て
も
､
東
部
に
つ
い
て
は
詳
細
な
復
原
囲
ほ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
平
野
全
体
の
条
里
地
割
の
分
布
と
い
う
極
め
て
基
礎
的
な
側
面
に
つ
い
て
さ

え
､
い
ま
だ
全
容
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
､
と
り
わ
け
平
野
の
東
半
を
中
心
と
し
て
､
さ
ら
に
検
討
を
進
め
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡

三

条
里
地
割
検
出
の
た
め
の
基
礎
資
料

現
在
､
国
中
平
野
に
は
条
里
地
割
お
よ
び
そ
れ
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
地
割
は
現
存
し
て
い
な
い
｡
条
里
地
割
消
失
の
理
由
ほ
､
圃
場
整
備
等
の
耕
地

整
理
事
業
に
よ
る
旧
来
の
地
割
形
態
の
破
棄
で
あ
る
｡
平
野
の
東
半
で
ほ
､
明
治
大
正
期
に
耕
地
整
理
が
実
施
さ
れ
て
お
り
､
こ
れ
ら
の
地
区
で
は
琴
哀
大
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第三国 国仲西部土地改良区所蔵｢佐渡郡八幡村
'j'･

外二個村耕地整理組合地区現形図｣

第二図 国府J】l左岸地区土地改良区所蔵｢畑野地

区第ニエ事区計画平面図｣

戦
後
の
米
軍
撮
影
の
空
中
写
真
も
資
料
と
な
り
得
な
い
｡
よ
っ
て
､
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
地

籍
図
(
更
正
園
〕
に
よ
っ
て
復
原
す
る
抱
か
は
な
い
.
他
方
､
真
野
町
及
び
畑
野
町
に
属
す
る

竹
田
沖
地
区
や
畑
野
町
の
1
部
な
ど
圃
場
整
備
事
業
が
近
年
ま
で
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
地
区

で
は
､
圃
場
整
備
時
に
作
成
さ
れ
た
大
縮
尺
図
が
残
存
す
る
な
ど
､
比
較
的
資
料
条
件
に
恵
ま

れ
て
い
る
.

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
亨
見
､
早
期
に
条
里
地
割
が
消
失
し
た
地
区
に
関
す
る
資
料
の
遣
布
状

況
に
重
点
を
お
い
て
､
調
査
を
実
施
し
た
｡
以
下
､
所
蔵
磯
関
毎
に
､
条
里
地
割
検
出
の
た
め

の
基
礎
資
料
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
｡

〓
)
国
府
川
左
岸
土
地
改
良
区

国
府
川
左
岸
土
地
改
良
区
は
畑
野
町
及
び
真
野
町
域
に
関
わ
る
｡
同
改
良
区
は
竹
田
沖
地
区

等
の
､
国
中
平
野
で
最
近
ま
で
条
里
地
割
が
残
っ
て
い
た
地
区
を
含
ん
で
い
る
｡
昭
和
四
〇
年

代
前
半
に
､
圃
場
整
備
事
業
実
施
に
先
立
っ
て
､
新
潟
県
農
地
課
及
び
農
地
事
務
所
に
よ
っ
て
､

同
地
区
の
大
縮
尺
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る
(
第
二
国
)
｡
単
色
で
､
縮
尺
ほ
ニ
0
0
0
分
の
｢

一
筆
ご
と
に
標
高
が
1
セ
ソ
チ
ス
ケ
-
ル
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
地
図
に
よ
り
､
旧
来
の
地

割
形
態
に
つ
い
て
､
竹
田
沖
地
区
や
下
畑
地
区
､
三
宮
地
区
の
条
里
地
割
を
容
易
に
把
接
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

(
l
ニ
国
仲
西
部
土
地
改
良
区

『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
､
同
改
良
区
に
は
､
｢
佐
渡
郡
八
幡
村
外
二

個
村
耕
地
整
理
組
合
地
区
現
形
図
｣
と
題
す
る
図
面
が
保
管
さ
れ
て
い
る
(
第
三
囲
)
.
同
国
ほ

二
メ
-
-
ル
強
四
方
の
和
紙
に
措
か
れ
て
お
-
､
も
と
も
と
は
掛
け
図
で
あ
っ
た
ら
し
い
.
上

方
ほ
損
耗
が
激
し
-
(
第
四
囲
)
､
筒
状
に
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
.
彩
色
が
施
さ
れ
て
お
り
､

田
､
畑
､
山
林
､
原
野
､
宅
地
､
道
路
と
い
っ
た
地
目
や
､
神
社
や
水
門
と
い
っ
た
施
設
等
に

つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
(
第
五
図
)
｡
ま
た
､
村
･
大
字
･
字
･
工
区
の
境
界
線
に
つ
い
て
も
措

き
込
ま
れ
て
い
る
｡
縮
尺
は
l
二
〇
〇
分
の
l
と
な
っ
て
お
り

､
縮
尺
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば

同
園
は
地
籍
図
(
更
正
図
)
を
原
図
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
｡
図
で
示
さ
れ
る
範

- 46 -



佐渡国中平野の条里地割分布に関する研究の現状と基礎資料の遺存状況

ナ~-I------ゝ
TT

妙
vhbjbI

第六図 金井町役場所蔵更正囲 旧金沢村大字 第四図 国仲西部土地改良区所蔵｢佐渡郡八幡村

外二個村耕地整理組合地区現形図｣上部

∴.

'
1
i
･
:
.
ト
∴
-
良

第五回 国仲西部土地改良区所蔵｢佐渡郡八幡村

外二個村耕地整理組合地区現形図｣拡大

田
は
金
井
町
泉
地
区
及
び
佐
和
田
町
八
幡
地
区
等
で
あ
り
､
図
中

に
｢
大
正
十
年
製
図
施
行
予
定
､
昭
和
廿
七
年
施
行
に
使
用
｣
と

あ
る
こ
と
や
等
高
線
が
朱
線
で
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か

ら
､
こ
の
地
区
の
耕
地
整
理
に
先
立
っ
て
作
成
さ
れ
た
図
面
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
｡

(
≡
)

金
井
町
役
場

金
井
町
役
場
税
務
課
に
は
明
治
二
〇
年
代
に
作
成
さ
れ
た
更
正

図
(
地
籍
図
)
が
収
め
ら
れ
て
お
-
､
大
字
｢
泉
｣
､
大
字
｢
中
興
｣
､

大
字
｢
千
種
｣
､
な
ど
の
条
里
地
割
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
地

区
に
つ
い
て
も
完
全
な
形
で
資
料
が
存
在
す
る
(
第
六
図
)
｡
更
正

図
の
体
裁
は
､
地
籍
図
1
般
の
書
式
に
準
拠
し
て
お
り
､
縮
尺
ほ

六
〇
〇
分
の
1
で
､
地
目
ご
と
に
異
な
っ
た
彩
色
が
施
さ
れ
て
お

り
､
さ
ら
に
製
図
著
名
､
地
主
惣
代
名
､
村
長
名
､
お
よ
び
作
成

47

千種 明治二三年調製

年
月
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
｡

金
井
町
役
場
の
も
の
ほ
､
大
字
毎
に
1
冊
､
大
き
な
大
字
で
あ
れ
ば
数
冊
の
､
冊
子
状
に
綴
じ
ら
れ
た
体

裁
と
な
っ
て
い
る
｡
現
在
は
旧
囲
と
し
て
保
管
さ
れ
て
お
-
､
日
常
的
に
使
用
さ
れ
る
図
面
で
は
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
､
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
｡
条
里
地
割
復
原
に
際
し
て
は
､
他
地
域
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
大
字
ご
と
の
見
取
り
図
ほ
見
あ
た
ら
な
い
た
め
､
大
字
単
位
で
条
里
の
分
布
を
通
覧
す
る
便
宜
は
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
､
細
か
な
図
面
を
パ
ズ
ル
の
ピ
-
ス
の
よ
-
に
接
合
し
て
全
体
像
を
復
原
し
て
い
-
作
業
が
必
要

と
な
る
｡

(
四
)

新
穂
村
役
場

筆
者
が
税
務
課
所
蔵
の
資
料
を
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
､
耕
地
整
理
事
業
以
降
の
地
図
は
更
正
囲
と
称
さ
れ
､

か
な
り
大
型
の
図
版
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
､
}
部
で
あ
る
が
､
そ
れ
よ
り
も
小
型
で
明
治
二
〇
年
代
に

作
成
さ
れ
た
地
籍
図
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
(
第
七
図
)
.
体
裁
と
し
て
は
､
金
井
町
役
場
同
様
､
1
般

の
地
籍
図
に
準
じ
る
｡
綴
じ
ら
れ
た
形
で
保
管
さ
れ
て
お
り
(
算
入
図
)
､
既
に
耕
地
整
理
が
完
了
し
て
い
る
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第七図 新穂村役場所蔵地籍図 明治ニニ年調

製

第八図 新穂村役場所蔵地籍図

大字大野 丙号

新
穂
村
に
雪
て
ほ
比
較
的
早
い
段
警
旧
図
と
な
り
､
-
部
ほ
散
逸
し
た
可
能
性
が
あ
る
｡

短
時
間
で
雪
た
が
筆
者
が
閲
覧
し
た
限
り
で
は
､
大
字
舟
下
及
び
大
野
の
場
合
､
耕
地
整
理

以
前
の
地
割
形
態
､
条
里
地
割
ら
し
き
地
割
形
態
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
｡
所
蔵
す

る
地
図
を
全
て
閲
覧
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
､
今
後
の
調
査
を
芸
必
要
が
あ
る
が
､
以

前
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
新
穂
村
域
の
条
里
地
割
を
検
出
す
る
際
の
手
が
か
り
が
全
-
無
い

状
態
-
か
ら
前
進
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
o

EI

お
わ
り
に
-
現
在
の
見
通
し
と
今
後
の
課
題

真
野
町
､
畑
野
町
で
は
国
府
川
左
岸
土
地
改
良
区
所
蔵
の
大
縮
尺
図
及
び
米
軍
撮
影
の
空
中
写

真
､
佐
和
田
町
域
及
び
金
井
町
泉
で
は
､
国
仲
西
部
土
地
改
良
区
所
蔵
の
｢
佐
渡
郡
八
幡
村
外
二

個
村
耕
地
整
理
組
合
地
区
現
形
図
｣
に
よ
り
､
条
里
地
割
の
分
布
を
か
な
-
の
広
域
に
わ
た
っ
て

通
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
金
井
町
域
に
つ
い
て
は
､
金
井
町
役
場
所
蔵
の
更
正
図
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
で
条
里
分
布
を
押
さ
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
-
､
現
在
､
実
習
に
参
加
し
た
学

生
達
と
と
も
に
作
業
を
進
め
つ
つ
あ
る
｡
新
穂
村
域
に
つ
い
て
は
､
資
料
が
全
-
無
い
と
さ
れ
て

い
た
が
､
調
査
の
結
果
ー
資
料
の
過
存
の
可
能
性
が
高
く
､
今
後
の
調
査
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
-
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
｡
ま
た
､
畑
野
町
域
で
琴
哀
大
戦
前
に
耕
地
整
理
が
完
了
し
て
い
る
地
区

に
つ
い
て
は
､
畑
野
町
役
場
所
蔵
の
地
籍
図
(
更
正
図
)
に
よ
っ
て
押
さ
え
て
い
-
必
要
が
あ
ろ

う
が
､
こ
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡

-
48

-

【
注
記
】

(
1
)

小
論
で
は
､
羽
茂
町
域
､
両
韓
市
域
に
つ
い
て
ほ
検
討
か
ら
外
す
こ
と
に
し
た
い
｡

(
2
)

金
田
草
裕
『
条
里
と
村
落
の
歴
史
地
理
学
研
究
』
大
明
堂
一
九
八
五

(
3
)

金
田
車
裕
『
古
代
日
本
の
景
観
-
方
格
プ
ラ
ン
の
生
態
と
認
識
-
』
吾
川
弘
文
館

1九

九三

(
4
)

有
薗
正
1
郎
･
遠
藤
匡
俊
･
小
野
寺
淳
･
古
田
悦
造
･
溝
口
常
俊
･
青
田
敏
弘
編
『
歴
史
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地悶㍍如'J:㌍即』.帥附関野枇附附i藤井正F･,.".パ″義学便利帖』海曹祉二｡｡山-頁佐
藤
甚
次
郎
『
明
治
期
作
成
の
地
籍
図
』
古
今
書
院

t
i
九
八
六

小
論
で
は
論
じ
な
い
が
､
佐
渡
の
歪
賢
い
て
ほ
､
そ
の
形
が
不
-
で
-
こ
と
と
辺
境
と
い
う
地
理
的
条
件
と
の
関
係
､
豊
の
傾
き
と
国
府

及
び
国
分
寺
の
建
物
軸
線
と
の
関
係
､
墓
地
割
の
形
成
プ
ロ
セ
ス
な
ど
に
つ
い
て
､
研
究
が
-
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
､
分
布
確

認
及
び
形
態
復
原
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
｡

池
田
正
友
｢
条
里
制
遺
構
の
地
域
性
｣
地
理
学
評
論
三
?
九
(
国
際
地
理
学
会
議
提
出
論
文
要
旨
集
(
和
訳
)
)

完
五
七

谷
岡
武
雄
『
平
野
の
地
理
-
平
野
の
発
達
と
開
発
に
関
す
る
比
較
歴
史
地
理
学
方
法
論
-
』
古
今
書
院

完
六
三

(10)(
H
)

(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)

鏡
山
猛
｢
弥
生
期
の
水
田
区
割
に
つ
い
て
(
下
)
｣
史
淵
九
六

1
九
六
六

田
中
圭
一
･
山
本
仁
｢
佐
渡
国
の
条
里
と
国
衛
｣
地
方
史
研
究
八
六

t
l
九
六
七

『
佐
渡
国
府
緊
急
調
査
報
告
書
-
』
真
野
町
教
育
委
員
会
一
九
六
八

『
佐
渡
国
府
緊
急
調
査
報
告
書
(
若
宮
遺
跡
)
Ⅱ
』
真
野
町
教
育
委
員
会

1
九
六
九

前
掲
注
(
1
2
)

藤
岡
謙
二
郎
編
『
佐
渡
の
歴
史
地
理
』
古
今
書
院

t
九
七
一

前
掲
注
(
1 5)

『
寺
田
館
･
下
畑
玉
作
遺
跡
･
条
里
遺
構
･
発
掘
調
査
概
要
』
畑
野
町
教
育
委
員
会
一
九
七
三

『
竹
田
沖
条
里
新
潟
県
佐
渡
郡
竹
田
仲
条
里
遺
構
発
掘
調
査
概
報
-
』
真
野
町
教
育
委
員
会
･
畑
野
町
教
育
委
員
会

完
七
七

『
竹
田
仲
条
里
新
潟
県
佐
渡
郡
竹
田
沖
条
望
遠
発
掘
調
査
概
報
』
真
野
町
教
育
委
員
会
･
畑
野
町
教
育
委
員
会

完
七
八

49

『
真
野
町
史
』
真
野
町

1
九
七
六

1
四
六
頁

畑
野
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
畑
野
町
史
･
総
篇

波
多
』
畑
野
町

一
九
八
八

新
潟
県
土
地
改
良
部
『
新
潟
県
土
地
改
良
史
』
新
潟
県

『
佐
渡
金
井
町
の
歴
史
』
金
井
町

1
九
七
九

前
掲
注
二
二

l
三
七
⊥
三
入
貢

新
穂
村
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
穂
村
史
』
新
穂
村

新
潟
県
土
地
改
良
部
[
前
掲
注
(
S
3
)
]

l
九
<
六

1
九
八
六

1
九
七
六

も
佐
渡
の
土
地
開
発
の
歴
史
を
通
覧
す
る
際
､
竹
田
沖
条
里
を
中
心
に
論
述
を
進
め
て
い
る
｡
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前
掲
注
(
l
･ 5)




