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◀「大岩田東崎野論裁許絵図」
天保11（1840）年に作成された写し
大きさ189cm×179cm

今
か
ら
３
３
０
年
前
の
元
禄
４（
１
６
９
１
）年
、

霞
ヶ
浦
の
土
浦
入
り
を
描
い
た
大
型
の
絵
図
が
作

ら
れ
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
、
土
浦
藩
の
城
下
町

で
あ
る
東
崎
町
と
、
当
時
は
麻あ

そ
う生
藩
領
で
あ
っ
た

大
岩
田
村
と
の
対
立
で
し
た
。
絵
図
は
そ
の
決
着

を
み
た
時
に
作
成
さ
れ
た
証
拠
の
書
類
で
す
。
絵

図
の
裏
面
に
記
さ
れ
た
文
章
か
ら
、
東
崎
町
・
大

岩
田
村
の
田
地
の
境
界
と
、
地
先
の
霞
ヶ
浦
に
お

け
る
漁
猟
の
権
利
を
巡
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

訴
え
を
起
こ
し
た
大
岩
田
村
に
よ
る
と
、
霞
ヶ

浦
は「
霞
ヶ
浦
四し

じ
ゅ
う十
八は

っ
つ津
」の
入い

り
あ
い会
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
東
崎
町
の
人
た
ち
は「
城し

ろ
つ
き
う
み

附
海
」（
土
浦

城
に
つ
な
が
る
湖
＝
土
浦
藩
の
管
理
す
る
湖
）で

あ
る
と
主
張
を
し
て
、
大
岩
田
村
の
漁
を
妨
げ
て

い
る
と
非
難
し
て
い
ま
す
。「
霞
ヶ
浦
四
十
八
津
」

と
は
、
湖
岸
の
多
く
の
村
々
が
参
加
し
て
い
た
自

治
的
な
組
織
の
こ
と
で
す
。
四
十
八
津
に
属
す
る

村
は
、
霞
ヶ
浦
全
体
を
共
同
で
利
用
し
、
湖
の
中

で
自
由
に
漁
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た（
こ
れ
を

入
会
と
い
い
ま
す
）。
ま
た
、
乱
獲
を
防
い
で
漁
業

資
源
を
保
全
す
る
た
め
、
漁
を
行
う
時
期
や
使
用

し
て
よ
い
漁
具
を
定
め
た「
掟お

き
て
が
き書
」を
作
成
し
、
村

の
代
表
者
ら
が
署
名
を
し
ま
し
た
。
博
物
館
所
蔵

の
慶
安
３（
１
６
５
０
）年
の「
相あ

い
さ
だ
め
も
う
す
れ
ん
ば
ん
て
が
た

定
申
連
判
手
形

之の

事こ
と

」（
土
浦
市
指
定
文
化
財
）は
、現
存
す
る
も
っ

と
も
古
い
掟
書
と
み
ら
れ
ま
す
。
こ
の
掟
書
に
は

土
浦
市
域
の
村
の
名
前
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
他
の

史
料
か
ら
大
岩
田
村
・
田
村
・
沖
宿
村
が
四
十
八

津
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

大
岩
田
村
は
四
十
八
津
に
属
す
る
村
の
ひ
と
つ
と

し
て
、
霞
ヶ
浦
内
で
あ
れ
ば
、
東
崎
町
に
妨
げ
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
漁
が
で
き
る
は
ず
だ
と

訴
え
た
わ
け
で
す
。

一
方
の
東
崎
町
は
、
霞
ヶ
浦
の
う
ち
田
村
・
手

野
村
の
境
ま
で
は
土
浦
藩
の
管
理
下
に
あ
る
と
反

論
し
て
い
ま
す
。
東
崎
町
は
四
十
八
津
に
こ
そ
属

し
て
い
ま
せ
ん
が
、
漁
業
を
営
む
百
姓
た
ち
が
い

て
、地
先
の
湖
の
利
用
は
不
可
欠
で
し
た
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
霞
ヶ
浦
に
は
、
江
戸
幕
府
や
水
戸
藩

の
専
用
漁
場
で
あ
る「
御お

留と
め

川が
わ

」が
設
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
で
の
漁
獲
は
幕
府
や
藩
に
納
め
ら
れ
、

他
の
村
々
が
入
り
込
ん
で
漁
を
行
う
こ
と
は
禁
じ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
本
来
は
霞
ヶ
浦
全
体
を
四
十

八
津
の
入
会
と
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
原

則
が
崩
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
も
、
東
崎
町
側
の
主

張
の
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ふ
た
つ
の
村
の
領
主
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、こ

の
訴
訟
は
江
戸
幕
府
に
よ
る
裁
定
を
受
け
ま
す
。

結
果
、
土
浦
城
付
き
で
あ
る
と
す
る
東
崎
町
の
主

張
に
証
拠
は
な
く
、
地
先
の「
磯
」は
そ
れ
ぞ
れ
の

村
の
管
理
下
だ
が
、「
沖
」は
通
例
の
よ
う
に
入
会

で
あ
り
、
東
崎
町
の
百
姓
た
ち
は
こ
れ
を
妨
げ
て

は
な
ら
な
い
と
の
裁
定
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
大
岩

田
村
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
決
着
が
図
ら
れ
た
の

で
す
。
絵
図
は
、
霞
ヶ
浦
を
生
業
の
場
と
し
て
生
活

し
て
い
た
人
々
の
歴
史
を
伝
え
て
い
ま
す
。

今
回
ご
紹
介
し
た
絵
図
は
、
12
月
26
日（
日
）ま
で

展
示
し
て
い
ま
す
。

問
市
立
博
物
館（
☎
８
２
４
・
２
９
２
８
）
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