
紹
　
介

『
新
潟
県
史
』
資
料
編
中
世

一
・
二
・
三

　
噺
潟
県
の
中
世
史
料
に
つ
い
て
は
、
既
に
戦
前

に
高
橋
義
彦
氏
の
編
に
な
る
『
観
劇
史
料
』
全
六

巻
が
あ
り
、
当
時
の
地
方
史
誌
と
し
て
は
稀
に
見

る
水
準
の
高
さ
に
よ
っ
て
、
多
く
の
研
究
者
に
利

用
さ
れ
て
来
た
事
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
か
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
戦
後
に
な
っ
て
『
奥
山
庄
史

料
集
』
・
『
色
部
史
料
集
』
な
ど
い
く
つ
か
の
個
別

の
史
料
集
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
市
町
村
レ
ベ
ル
で

の
自
治
体
史
の
刊
行
も
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、

そ
う
し
た
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
の
総
合
的
な
史

料
の
調
査
お
よ
び
刊
行
の
事
業
と
し
て
、
　
『
新
潟

県
史
』
に
寄
せ
ら
れ
た
期
待
は
ま
こ
と
に
大
き
な

も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
ほ
ど
よ
う
や

く
そ
の
刊
行
を
終
え
た
中
世
資
料
編
全
三
巻
は
、

正
し
く
そ
う
し
た
期
待
に
応
え
得
る
充
実
し
た
内

容
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
七
年
に
及
ぶ
関
係
者
の

方
々
の
御
努
力
に
敬
意
を
表
し
、
こ
こ
に
そ
の
内

容
の
大
略
を
紹
介
す
る
事
に
し
た
い
。

　
ま
ず
第
一
巻
に
は
米
沢
上
杉
家
の
所
蔵
文
書
を

、
収
め
る
が
、
こ
の
米
沢
上
杉
家
所
蔵
の
文
書
に
つ

い
て
は
嘗
う
ま
で
も
な
く
既
に
『
大
日
本
古
文
書

蒙
わ
け
第
十
二
　
上
杉
家
文
書
』
全
三
巻
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
の
刊
行
に
あ

た
っ
て
は
、
『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
年
代
順
に

排
列
さ
れ
て
い
た
も
の
を
全
て
現
状
に
よ
り
排
列

し
、
文
書
の
現
状
を
詳
細
に
注
記
し
た
上
、
筆
跡

・
原
型
等
に
つ
い
て
の
知
見
を
記
し
、
人
名
・
地

名
等
に
つ
い
て
は
通
常
の
傍
注
の
外
、
番
号
を
付

し
て
別
に
典
拠
史
料
・
関
連
史
料
を
示
す
な
ど
細

や
か
な
心
配
り
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
巻
末
に
は
上

杉
家
文
書
の
現
状
や
伝
来
に
つ
い
て
の
詳
細
な
解

説
と
、
　
『
大
日
本
古
文
書
』
の
番
号
お
よ
び
『
越

佐
史
料
』
の
巻
数
・
頁
数
を
も
併
記
し
た
編
年
目

録
を
付
し
、
更
に
付
録
と
し
て
一
部
文
書
の
写
真

お
よ
び
花
押
・
印
章
一
覧
を
別
罷
に
収
録
す
る
な

ど
、
文
書
集
と
し
て
は
正
し
く
到
れ
り
尽
せ
り
の

感
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
全
三
巻
を
貫
く
基
本
方

針
で
も
あ
り
、
第
二
巻
・
第
三
巻
と
も
に
詳
細
な

注
と
解
説
お
よ
び
付
録
に
よ
っ
て
、
利
用
者
に
稗

益
す
る
所
は
ま
こ
と
に
大
き
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
以
下
、
第
二
巻
に
は
色
部
氏
関
係
の
文
書
や
三

浦
和
田
一
族
の
文
書
な
ど
を
含
む
『
越
後
文
書
宝

翰
集
』
お
よ
び
そ
の
関
連
文
書
と
県
内
所
在
文
書

の
う
ち
上
越
地
方
お
よ
び
阿
賀
野
川
以
北
の
下
畑

地
方
の
文
書
を
収
め
、
ま
た
第
三
巻
に
は
金
石
文

を
含
む
県
内
所
在
史
料
の
う
ち
中
越
地
方
の
も
の

と
第
二
巻
所
収
分
を
除
く
下
越
地
方
お
よ
び
佐
渡

全
域
の
も
の
、
そ
し
て
県
外
所
在
文
書
を
収
め
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
　
『
越
後
文
書
宝
翰
集
』

は
既
に
『
奥
山
庄
史
料
集
』
・
『
色
部
史
料
集
』
な

ど
い
く
つ
か
の
単
行
の
史
料
集
に
よ
っ
て
そ
の
全

て
が
活
字
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
他
に
も
『
越
佐

史
料
』
等
に
お
い
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
も
の
も

少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
も
今
回
改
め
て
詳
細
な

注
を
付
し
、
未
刊
史
料
と
合
わ
せ
て
一
括
し
て
刊

行
さ
れ
た
意
義
は
ま
こ
と
に
大
き
く
、
殊
に
解
説

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
文
書
の
伝
来
が
総
合
的
に
考

察
を
加
え
ら
れ
た
事
は
、
今
後
の
研
究
に
少
な
か

ら
ず
寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
第
三
巻
の
解
説
に
は
、
史
料
調
査
の
経

過
と
、
編
纂
の
過
程
に
お
け
る
史
料
の
省
略
・
選

択
・
割
愛
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

限
ら
れ
た
条
件
の
下
に
行
な
わ
れ
る
事
業
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
刊
行
に
あ
た
っ
て
の
量
的
な
制
約
は

や
む
を
得
ぬ
事
で
も
あ
り
、
そ
の
点
こ
う
し
て
未

収
史
料
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
事
は
利
用
者
へ

の
指
針
と
し
て
是
非
と
も
必
要
な
こ
と
と
思
わ
れ

る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
史
料
調
査
の
経
過
に
伺

え
る
関
係
老
の
方
々
の
御
苦
労
に
敬
意
を
表
し
つ
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介且

つ
、
最
後
に
未
収
史
料
が
一
日
も
早
く
何
ら
か
の

形
で
活
字
化
さ
れ
る
事
を
、
殊
に
今
回
原
本
優
先

の
方
針
か
ら
収
録
を
断
念
さ
れ
た
『
歴
代
古
案
』

等
の
編
纂
物
の
活
字
化
を
切
望
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
（
A
5
版
　
籠
二
巻
七
六
ゴ
昔
ハ
　
目
録
三
二
頁

　
　
　
別
冊
付
録
二
一
九
頁
　
一
九
八
二
年
三
月
　
四

　
　
　
八
五
〇
円
、
第
二
巻
八
〇
一
頁
　
目
録
四
三
頁

　
　
　
別
冊
付
録
一
五
九
頁
　
一
九
八
三
年
烹
月
　
四

　
　
　
九
五
〇
円
、
第
三
巻
九
八
二
頁
　
目
録
六
一
頁

　
　
　
別
珊
付
録
三
七
頁
　
一
九
八
四
年
三
月
五
一

　
　
　
〇
〇
円
、
新
潟
県
）

　
　
　
　
　
　
　
（
今
岡
典
和
　
京
都
大
学
研
修
員
）

高
槻
市
文
化
財
調
査
報
告
書

第
一
四
冊

『
摂
津
高
槻
城
一
本
目
跡
発
掘

調
査
報
告
書
一
』

　
近
年
歴
史
時
代
の
遣
跡
の
発
掘
が
、
開
発
に
よ

る
破
壌
と
裏
腹
の
関
係
で
は
あ
る
が
と
み
に
盛
ん

と
な
り
、
瞠
目
す
べ
き
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
中
で
も

近
世
初
頭
を
中
心
と
す
る
特
に
新
し
い
時
代
の
発

掘
の
成
果
で
あ
り
、
近
世
考
古
学
の
先
駆
的
業
績

と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
言
え
よ
う
。
一
九
七

五
～
七
六
年
の
発
掘
当
時
に
は
石
垣
の
基
礎
に
整

然
と
し
た
航
測
の
木
組
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
話

題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
本
格
的
な
報
告
書
が
高
槻

城
に
関
す
る
総
合
的
な
研
究
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

学
界
の
共
有
財
産
と
な
っ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し

い
。
近
世
は
お
ろ
か
中
世
の
遺
溝
で
す
ら
何
の
調

査
も
さ
れ
な
い
ま
ま
破
壊
さ
れ
る
こ
と
の
な
お
多

い
今
日
、
こ
こ
ま
で
事
を
運
ば
れ
た
関
係
者
の
見

識
に
ま
ず
敬
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
雷
は
調

査
を
担
当
さ
れ
た
一
人
の
、
高
槻
市
教
委
技
術
吏

員
森
田
克
行
氏
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
以

下
本
書
の
内
容
紹
介
を
試
み
た
い
。

　
第
一
章
「
高
槻
城
の
位
置
と
概
要
」
で
は
、
高

槻
城
の
歴
史
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
遺
構
の
概
略

が
示
さ
れ
、
高
山
右
近
時
代
の
「
総
郭
型
」
か
ら

「
郭
内
専
連
立
」
へ
移
行
し
、
広
大
な
城
地
を
持

つ
に
至
っ
た
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
調
査
経
過
」
は
、
近
代
以
降
の
城
肚

の
変
貌
と
今
回
の
調
査
の
経
過
の
記
録
。

　
第
三
章
「
遺
構
」
で
は
、
典
型
的
な
沖
積
低
地

で
あ
り
、
　
「
石
垣
に
よ
る
城
壁
構
築
に
は
不
向
き

な
地
盤
」
に
築
か
れ
た
石
垣
の
全
貌
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
多
量
の
栗
石
と
加
工
木
材
を
組
合
せ
た

「
梯
子
胴
木
組
」
を
骨
格
と
し
て
造
ら
れ
た
人
工

基
盤
、
松
葉
敷
に
よ
る
足
場
確
保
な
ど
誠
に
興
味

深
い
。
こ
の
他
、
船
底
な
ど
廃
城
時
の
遣
構
に
つ

い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
「
遺
物
」
で
は
、
第
三
章
で
述
べ
ら

れ
た
「
梯
子
胴
木
組
」
の
木
材
を
は
じ
め
と
す
る

「
石
垣
構
築
に
か
か
わ
る
資
材
」
を
中
心
に
、

「
建
物
に
か
か
わ
る
資
材
」
な
ど
壁
土
に
至
る
ま

で
の
遺
物
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
り
、
木
材
は
勿

論
、
石
垣
や
根
固
め
石
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
も
、

法
量
・
岩
質
・
刻
印
等
の
デ
ー
タ
を
一
覧
表
に
す

る
と
い
う
詳
細
な
報
告
に
な
っ
て
い
る
。
屋
瓦
の

分
類
も
詳
し
い
。

　
第
五
章
「
考
察
」
で
は
、
以
上
の
遺
構
・
遺
物

に
つ
い
て
、
石
垣
構
築
の
技
法
を
中
心
に
、
化
学

的
な
分
析
な
ど
も
交
え
な
が
ら
考
察
が
行
な
わ
れ

て
い
る
。
前
述
の
「
梯
子
型
胴
木
組
」
は
栗
石
で

掘
方
の
底
面
が
埋
め
つ
く
さ
れ
て
は
じ
め
て
機
能

し
、
ま
た
こ
の
工
法
は
や
は
り
地
盤
が
較
弱
な
故

で
あ
り
低
湿
地
に
築
城
せ
ん
が
た
め
の
施
工
法
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
木
材
の
大
き
さ
か
ら
そ

の
組
織
的
な
供
給
を
想
定
し
、
穿
た
れ
た
方
形
孔

か
ら
陸
送
の
方
法
に
雷
及
す
る
な
ど
、
こ
う
し
た

遺
構
・
遺
物
が
当
時
の
社
会
の
様
々
な
側
面
に
迫

り
う
る
材
料
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

「
組
合
せ
用
具
」
に
よ
る
張
糸
を
使
っ
た
石
垣
技

法
の
説
明
も
興
味
深
い
。
石
材
に
つ
い
て
も
、
規

模
、
形
状
、
矢
穴
の
分
析
な
ど
、
特
に
石
垣
造
り

の
基
本
的
な
技
術
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
豊
富
で
、
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