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新
潟
市
域
を
含
め
た
蒲か

ん
ば
ら原
の
平
野
部
で
は
、

江
戸
時
代
に
入
る
と
多
く
の
新
田
村
が
成
立

し
、
低
湿
な
土
地
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
米

の
一
大
生
産
地
と
な
り
ま
し
た
。
機
械
化
さ

れ
る
以
前
の
農
業
に
お
い
て
、
欠
か
せ
な
い

道
具
の
一
つ
が
鍬
で
す
。
鍬
を
製
作
し
た
の

は
鍛
冶
屋
と
呼
ば
れ
た
人
々
で
す
。
現
在
で

は
、
鍛
冶
屋
を
見
か
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
が
、
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年

の
段
階
で
は
新
潟
県
内
で
鍛
冶
業
（
職
業
・

小
分
類
）
を
営
む
者
は
計
五
、九
〇
五
人
、
こ

の
う
ち
五
、四
一
一
人（
九
一
％
）が
新
潟
市
・

長
岡
市
・
高
田
市
を
除
く
郡
部
に
在
住
し

（
内
閣
統
計
局
『
昭
和
五
年
国
勢
調
査
報
告

　

第
四
巻
府
県
編　

新
潟
県
』
よ
り
）、
当

時
の
村
々
に
鍛
冶
屋
が
広
く
存
在
し
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

巻ま
き

や
和わ

納の
う

、
曽そ

ね根
な
ど
に
は
数
軒
、
そ
れ

以
外
で
も
い
く
つ
か
の
集
落
ご
と
に
一
軒
の

鍛
冶
屋
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
先
の
農

家
か
ら
鍬
の
修
理
を
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。

西に
し
か
ん蒲
区
の
鍛
冶
屋
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ

れ
ば
、
昭
和
三
十
年
代
頃
ま
で
は
、
冬
に
な

る
と
農
家
の
田
仕
事
が
終
わ
る
の
で
、
周
辺

の
農
村
を
回
っ
て
修
理
の
必
要
な
鍬
を
引
き

取
り
、
翌
春
の
田
仕
事
が
始
ま
る
ま
で
に
修

理
を
済
ま
せ
て
届
け
た
と
い
い
ま
す
。
と
い

う
の
は
、
鍬
を
耕
作
に
使
う
と
刃
先
が
摩
耗

し
て
使
い
に
く
く
な
る
た
め
、
修
理
が
必
要

に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
修
理
に
は
段
階
が
あ

る
と
い
い
、
刃
の
摩
耗
が
軽
い
場
合
は
研
ぎ

を
行
い
、
角
が
な
く
な
っ
た
鍬
は
打
ち
込
み

に
く
く
な
る
た
め
、
打
ち
延
ば
し
て
角
の
形

を
作
り
直
し
た
そ
う
で
す
。
刃
全
体
が
摩
耗

し
た
場
合
は
新
た
に
ハ
ガ
ネ
を
取
り
付
け
ま

す
。
修
理
を
要
す
る
頻
度
は
鍬
の
使
い
方
に

も
よ
り
ま
す
が
、
一
般
の
農
家
で
二
年
に
一

回
程
度
は
修
理
に
出
し
た
と
い
い
ま
す
。
マ

タ
グ
ワ
（
三
本
鍬
）・
ヒ
ラ
グ
ワ
（
平
鍬
）
を

各
二
本
所
有
し
て
い
る
家
で
は
、
毎
年
各
一

本
は
鍬
を
修
理
に
出
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

鍬
を
介
し
た
農
家
と
鍛
冶
屋
の
関
係
を
過

去
に
辿
っ
て
み
る
と
、
農
家
の
鍬
の
所
有
数

を
示
す
資
料
と
し
て
、文
政
十
三（
一
八
三
〇
）

年
、
中
郷
屋
村
（
現
西
蒲
区
）
百
姓
孫
兵
衛

方
で
出
火
・
焼
失
し
た
農
具
等
の
書
き
上
げ

が
あ
り
、「
鍬
五
丁
、
三
本
鍬
三
丁
、
鎌
大
小

九
丁
（
以
下
略
）」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
持

高
一
〇
石
程
度
の
農
家
で
は
一
定
数
の
鍬
を
所

有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。（『
巻
町

史
資
料
編
三
』
五
九
、六
〇
ペ
ー
ジ
）

鍬
の
修
理
に
関
し
て
は
、
市
域
以
外
の
例

で
、
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
上
組
大
町

村
（
現
長
岡
市
大
町
）
の
庄
屋
今
井
家
が
鍬

の
修
理
を
鍛
冶
屋
に
依
頼
し
た
記
録
が
あ
り
、

三
本
鍬
一
丁
の
「
先
掛
け
」
等
の
依
頼
や
、

使
え
な
く
な
っ
た
平
鍬
を
ま
だ
使
用
可
能
な

中
古
の
鍬
と
金
二
朱
（
た
だ
し
五
十
文
引
）

の
差
額
を
添
え
て
交
換
し
て
い
ま
す
（『
長
岡

市
史
通
史
編
上
巻
』
五
九
一
～
五
九
三
ペ
ー

ジ
）。
こ
の
先
掛
け
と
は
、
ハ
ガ
ネ
の
取
り
付

け
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
聞
き
取
り
と

同
様
に
、
村
の
鍛
冶
屋
が
農
家
か
ら
鍬
の
修

理
を
受
注
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
か
つ
て
の
鍬
は
、
鍛
冶
屋
が

一
定
の
頻
度
で
修
理
す
る
こ
と
で
、
長
く
使

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
時
の
鍬
の
製
作

方
法
に
つ
い
て
、
西
蒲
区
の
鍛
冶
屋
袖
山
一

敏
さ
ん
に
見
せ
て
い
た
だ
い
た
ヒ
ラ
グ
ワ
の

製
作
工
程
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
板
状
の
鉄

（
ジ
ガ
ネ
）
を
火ほ

床ど

に
入
れ
て
コ
ー
ク
ス
の

火
で
熱
し
ま
す
。
熱
し
た
ジ
ガ
ネ
を
割
り
、

動
力
ハ
ン
マ
ー
と
鎚
で
割
り
目
を
二
方
向
に

打
ち
延
ば
し
ま
す
。
こ
の
二
本
の
細
く
打
ち

延
ば
し
た
部
位
を
「
手
」
と
呼
び
、
柄
を
支

持
す
る
木
の
台
（
鍬
柄
）
に
は
め
こ
む
部
分

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
鍬
柄
に

鉄
の
刃
先
を
取
り
付
け
た
鍬
を
風
呂
鍬
と
呼

び
ま
す
。
こ
こ
ま
で
の
、
お
お
よ
そ
の
鍬
の

形
を
作
る
こ
と
を
ジ
ヅ
ク
リ
あ
る
い
は
ジ
ゴ

シ
ラ
エ
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
後
、
ジ
ガ
ネ
に
ハ
ガ
ネ
を
付
け
ま

す
。
ハ
ガ
ネ
を
ジ
ガ
ネ
に
付
け
る
接
着
剤
と

な
る
の
が
「
ク
ス
リ
」
で
す
。
か
つ
て
は
や

す
り
の
製
作
工
程
で
生
じ
る
鉄
く
ず
に
ホ
ウ

酸
を
混
ぜ
、
水
で
練
っ
て
煮
た
も
の
を
砕
い

て
使
用
し
た
と
い
い
ま
す
。
ク
ス
リ
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
鍛
冶
屋
に
秘
伝
が
あ
り
、
ま
た
材

料
の
大
き
さ
や
製
品
の
種
類
に
よ
っ
て
成
法

が
異
な
り
ま
す
。

ジ
ガ
ネ
に
ク
ス
リ
を
塗
り
、
そ
の
上
に
ハ

ガ
ネ
を
重
ね
て
火
床
で
熱
し
、
鎚
で
打
っ
て

ハ
ガ
ネ
と
ジ
ガ
ネ
を
一
体
化
さ
せ
ま
す
。
軟

ら
か
い
ジ
ガ
ネ
の
表
側
だ
け
に
硬
い
ハ
ガ
ネ

を
付
け
る
こ
と
で
、
ジ
ガ
ネ
側
を
減
り
や
す

く
し
、
少
々
刃
が
摩
耗
し
て
も
刃
先
を
立
て

た
状
態
を
維
持
で
き
ま
す
。
こ
の
た
め
鍬
を

使
い
続
け
て
も
土
へ
の
打
ち
込
み
を
鈍
ら
せ

ず
に
鍬
を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
で

も
、
使
い
続
け
て
摩
耗
が
著
し
く
進
め
ば
、

前
述
の
よ
う
に
刃
先
を
打
ち
延
べ
た
り
、
ハ

ガ
ネ
を
付
け
足
し
た
り
と
い
っ
た
修
理
を
鍛

冶
屋
が
施
し
ま
す
。
鍬
の
状
態
を
損
な
わ
な

い
よ
う
維
持
す
る
鍛
冶
屋
は
、
農
家
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
洋
鉄
・
洋
鋼
が
普
及
す
る
明
治

以
前
、
鉄
は
貴
重
な
資
材
で
し
た
。
従
っ

て
、
鍬
の
修
理
の
方
法
や
頻
度
を
、
聞
き
取

り
で
得
ら
れ
た
近
代
の
事
例
を
そ
の
ま
ま
当

て
は
め
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
先

の
文
久
二
年
の
事
例
に
あ
る
よ
う
に
、
古
鉄

を
収
集
し
利
用
し
た
時
代
の
農
鍛
冶
の
技
術

を
、
技
術
史
的
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
貸
鍬
慣
行
が
見
ら
れ
る
上
中

越
や
、
他
の
低
湿
な
稲
作
地
域
の
事
例
と
比

較
を
行
い
な
が
ら
、
市
域
の
鍬
を
介
し
た
農

家
と
鍛
冶
屋
の
歴
史
的
な
関
係
に
つ
い
て
、

調
査
研
究
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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梅
雨
が
明
け
た
ば
か
り
の
暑
い
京

都
祇
園
祭
、
五
十
年
余
り
前
に
浪
人

受
験
生
だ
っ
た
私
は
、
山や

ま
ぼ
こ鉾

巡じ
ゅ
ん

幸こ
う

を
見
に
京
の
街
に
出
か
け
た
。

「
エ
ン
ャ
ラ
ヤ
ー
」
の
掛
け
声
と
共

に
山
鉾
か
ら
撒
か
れ
た
細
長
い
形
の

粽ち
ま
きな
る
も
の
見
た
と
き
、「
エ
ー
！
こ

れ
が
粽
？
」
と
、
三
角
形
の
粽
し
か

知
ら
な
い
当
時
の
私
に
は
、
一
寸
し

た
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。

新
潟
の
粽
は
、
笹
を
曲
げ
、
三さ

ん

角か
く

錘す
い

の
形
に
し
て
も
ち
米
を
入
れ
、
も

う
一
枚
で
蓋
を
し
て
ス
ゲ
で
三
角
形

に
縛
り
上
げ
、
五
個
二
組
に
結
び
、

蒸
し
揚
げ
ま
す
。
そ
の
起
源
は
戦
国

時
代
に
あ
り
、
保
存
食
の
兵
粮
と
し

て
重
宝
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
た
り
し

て
い
ま
す
。

他
方
、
祇
園
祭
の
粽
は
、
茎
の
つ

い
た
ま
ま
の
笹
を
半は

ん

折お

り
に
丸
め
、

米こ
め

粉こ

を
入
れ
、
細
長
い
円
錐
形
に

し
、
ス
ゲ
で
茎
ま
で
グ
ル
グ
ル
に
巻

き
上
げ
、
七
個
単
位
に
結
ん
で
蒸
し

揚
げ
、
一
つ
一
つ
に
山
鉾
の
名
札
を

付
け
て
い
ま
す
。

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
貧
し
い
蘇そ

民み
ん

将し
ょ
う

来ら
い

に
一
夜
の
宿
を
求
め
、
そ
の

温
か
い
も
て
な
し
に
、
蘇
民
将
来
と

子
孫
は
疫
病
を
免
れ
る
と
約
束
し
た

と
い
い
、
粽
は
そ
の
疫
病
よ
け
の
茅

の
輪
を
授
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
と

さ
れ
ま
す
。
お
守
り
と
し
て
玄
関
先

に
掲
げ
た
り
し
ま
す
の
で
、
中
身
の

な
い
形
だ
け
の
も
の
や
、
そ
の
形
が

小
さ
な
も
の
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。

新
潟
の
粽
は
、
今
も
暑
い
季
節
の

保
存
食
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
京
都
の
粽
は
、
疫
病
よ
け
の
ご

利り

益や
く

と
い
う
目
的
に
し
た
が
い
進
化

を
遂
げ
、
形
だ
け
の
中
身
の
な
い
粽

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
す
る

と
今
度
は
先
祖
が
え
り
で
し
ょ
う

か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
食
べ
ら

れ
る
粽
」
が
四
条
通
り
の
菓
子
舗
で

販
売
、
な
ど
と
見
え
た
り
し
て
い
ま

す
。粽

一
つ
で
も
立
ち
入
れ
ば
、
食
文

化
史
の
面
白
い
テ
ー
マ
と
な
り
ま

す
。

疱
瘡
（
天
然
痘
）
は
世
界
中
で
多
く
の
命

を
奪
っ
た
伝
染
病
で
、
高
熱
と
と
も
に
体
中

に
膿の

う

胞ほ
う

を
生
じ
、
治
癒
し
て
も
膿
胞
が
あ
ば

た
と
な
って
残
り
、
非
常
に
恐
れ
ら
れ
て
い
た

病
気
で
す
。

日
本
で
は
、
疱
瘡
は
神
が
も
た
ら
す
も
の

と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
を
避
け
た
り
、
回
復
を

願
う
た
め
様
々
な
民
俗
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

護
符
を
戸
口
に
貼
っ
て
侵
入
を
防
ご
う
と
し

た
り
、
罹り

患か
ん

し
た
際
に
は
、
膿
胞
が
赤
い
ほ

ど
経
過
が
よ
い
、
疱
瘡
神
が
赤
を
好
む
、
な

ど
と
いっ
た
考
え
か
ら
寝
具
や
着
物
を
赤
い
色

に
替
え
て
平
癒
を
願
い
ま
し
た
。

疱
瘡
流
し
は
、
俵
の
フ
タ
で
あ
る
桟さ

ん

俵だ
わ
ら

に

幣へ
い

束そ
く

を
立
て
、
供
え
物
と
と
も
に
道
の
辻
に

置
い
た
り
、
川
や
海
へ
流
し
た
り
す
る
も
の
で

す
。
疱
瘡
神
を
外
界
へ
送
る
と
い
う
観
念
か

ら
行
わ
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
、
滝
沢
馬
琴

の
読
本
『
椿ち

ん

説せ
つ

弓ゆ
み

張は
り

月づ
き

』
に
、
赤
い
幣
束
を

立
て
た
桟
俵
に
乗
っ
て
海
を
漂
う
疱
瘡
神
の

描
写
が
み
ら
れ
ま
す
。

新
潟
市
域
で
の
疱
瘡
流
し
は
、
桟
俵
を
サ

ン
バ
イ
シ
と
呼
び
、
疱
瘡
に
か
か
っ
た
際
の
ほ

か
、
種
痘
後
に
も
行
っ
て
い
た
報
告
が
あ
り

ま
す
。

種
痘
は
疱
瘡
を
予
防
す
る
有
効
な
手
段
と

し
て
、
牛
痘
を
用
い
た
方
法
が一七
九
六
年
に

イ
ギ
リ
ス
の
外
科
医
ジェン
ナ
ー
に
よって
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
日
本
で
は
嘉
永
二
（一八
四
九
）

年
に
実
施
後
、
広
ま
り
は
じ
め
ま
す
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、
種
痘
の
普
及
の
た

め
政
府
に
よ
って
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
き
ま

す
。
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
公
布

さ
れ
た
種
痘
法
で
は
、
出
生
後
翌
年
の
六
月

ま
で
の
期
間
と
数
え
十
歳
の
子
ど
も
に
種
痘

を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
種

痘
後
、
接
種
部
分
に
お
で
き
が
で
き
る
と
、

善
感
と
いって
抗
体
が
つ
く
ら
れ
接
種
が
完
了

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
反
応
が
な
い
場
合

は
再
接
種
が
必
要
で
し
た
。

新
潟
の
疱
瘡
流
し
の
事
例
を
紹
介
す
る

と
、
数
え
二
歳
の
種
痘
後
に
ホ
シ
ケ
ル
、
ホ
シ

ケ
が
出
る
と
いって
、
反
応
が
出
た
後
に
流
す

場
合
も
あ
れ
ば
、
早
く
行
う
と
体
が
楽
に
な

る
と
いっ
て
反
応
が
出
る
前
に
行
っ
た
こ
と
も

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
幣
束
は
赤
、
白
の
場

合
が
あ
り
、
男
の
子
は
赤
、
女
の
子
は
白
、

赤
は
疱
瘡
、
白
は
麻は

し

疹か

の
場
合
と
いっ
た
よ
う

に
地
域
に
よ
って
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

行
為
か
ら
は
、
疱
瘡
を
恐
れ
子
ど
も
の
無
事

を
願
う
親
心
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

一
九
八
〇
年
に
根
絶
宣
言
が
出
さ
れ
、
種

痘
も
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
現
在
、
疱
瘡
を
意

識
す
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
写

真
の
疱
瘡
流
し
は
実
際
に
流
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
再
現
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
本
資

料
は
疱
瘡
を
恐
れ
神
と
し
て
ま
つ
り
、
病
の

治
癒
を
願
っ
た
当
時
の
人
々
の
信
仰
心
を
伝

え
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

（
渡
邉　

久
美
子　

学
芸
員
）

疱ほ
う

瘡そ
う

流
し

収
蔵
資
料
紹
介

食
え
な
い
粽ち

ま
き

京都市内の民家の玄関先


