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はじめに

川村博忠氏 に よ る 国絵図研究 に と も な う日本絵

図 の 研究 を契機に し て
, 初期 日本図 に つ い て の 研

究が 活発化し た
｡ 川村 氏 は

, 幕府作成の 官撰 日本

図 に は慶長日本図 と 正保日本 図 の 間 に
,

二 つ の 寛

永 日本図が あ る こ と を 明ら か に し
, 国会図書館蔵

日本 図 ( 以下 , 国会 図書館図 と表記) は寛永1 6 年

改訂 の 日本図 で あり
.

, 佐賀県立 図書館蔵 日本図

( 蓮池藩鍋島家旧蔵 , 佐賀県 立 図 と表記) が 寛永

1 0年 に 家光政権発足 時 に 作成 さ れ た 国土掌握 の 総

仕 上 げ 的 日本図 で あ る と い う 新 見 解を 提 出 し

た
( 1 )

｡ 川村説 に 対 し て 黒田日出男氏 の 批判や塚

本桂大氏 の 批判 が 行 わ れ て い る が
( 2 )

,
と り,

わ け

近年 は 海野
-

隆氏 に よ る 重要 な 川 村批判 が な さ

れ ( 3 '
,

川 村氏 も 反論 し た
~
も の の

( 4 )
そ れ は 十分 な

も の と は い え ず
,

こ れ に 対 し て 海野氏 に よ
■
り さ ら

に 批判 が 行 わ れ て し
､

ゝ る の が 現状 で あ る
( 5 )

0

こ の
一

連 の 論争 に よ り
,

初期日本 図 に つ い て 川

村氏 に よ り 明 ち か に さ れ た
, 次 の 点 が 間違 い の な

い こ と が 確実 に な っ た ｡ そ れ は
,

第
一

に 寛永期 に

日本惣図 の 編纂 が 幕府 に よ り実 施 さ れ た こ と が 正

し い こ と
, 第 二 に 佐賀県 立 図 は寛永1 0 年の 国絵図

と広域図 を材料 に し て 作成 さ れ た幕府作成の 日本

図 の 原図 を も と に し た 図や あ る こ と
,

第三 に 国会

図書館図 は慶長で は な く
,
後 の 寛永1 5 年以降 に 描

画さ れ た 日本絵図 で あ る こ と で あ る ｡

当然 に こ の 重要 な業績を 上げ られ た 川村氏 に も

不十分な 点 は あ る ｡ そ れ は 川村氏 の 場合 ,
こ の 国

会図書館図 の 原 図 に つ い て の 検討 が十分 で な か っ

た こ と で
,

こ れ に 対 し て̀
, 海野嘩は 原図 が 慶長 3

年 ( 19 5 8) か ら 同 6 年に成立 し た と の 見解を 示 し

た ( 6 )
｡ 川 村 氏 は こ の 批判 に 反 論 し た も の の

( 7 )

,

自 ら 記 し て い る よ う に専ら 徳川政権 の 日本図作成

に 目 を 向 け て い る こ と と
, 海野氏 が 批判 し た よう

に
, 氏 の 記載事項 に つ い て の 検討 が 城所在地 に ほ

ぼ限定 さ れ て い る 点 の 問題 が あ る ｡ な お
,

海野氏

は 幕府 に･ よ る 寛永1 5 年 の 日 本図作成 の 取組 み は 認

め る が
, 結局 こ の 時 に 正式 な 日本図作成 は 実現 せ

ず に
,

正保 の 国絵図 ･ 日本図作成 と な っ た こ と
,

そ し て こ の 時 に 応 急処置 と し て 豊臣期 の 日 本 図 を

利用 し た 絵図 が 作成 さ れ
,

こ れ が 国会図書館 図 で

あ る と の 説 を 出 さ れ て い畠 (8 )

.

な お
,

先 の 塚本氏 や 海道静香氏 は
, 諸種 の 初期
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の 日本図 を 図形 と 記載 内容か ら 検討 し て い る ｡ 塚

本氏 は 前記点 か ら初期日本図 に 三 系統 を 見 い だ し
,

最 も 古 い の が松平定信 が 旧蔵 し て い た南波家蔵日

本図犀風 の 系統 図 (第 3 系統) で あ り , 佐賀県 立

図書館図 も こ れ に 含 ま れ る と す る
｡ 国会 図書館蔵

日本 図 な ど の 同系統絵図 ( 第 1 系統) は島原 の 乱

以降 に 作成 さ れ た が
, 原拠 の 国絵 図 は 不明 で

, 残

り の 家光枕図犀風系 ( 第 2 系統) は 承応 頃か ら の

作成 と す る
( 9 )

｡ 海 道氏 は
, 国会図書館図 と 関係

の あ る 現存す る 山本氏蔵日本図犀風 図 ･ 下郷氏所

蔵日本図 な ど は か の 慶長日本図系諸図 は 国会図書

館蔵 図以外 に も参考 と し た絵図 が あ る こ と
, 肥前

国 に島峡名が 多 い の は島原 の 乱 よ り は 文禄 ･

慶 長

の 役 と の 関連 を 想定 さ せ る と 指摘 し て い る が
( I O)

,

こ れ ら の 図 は 塚本氏 の 分類 で 第 2 系統 と さ れ る 図

で あ り
,

海道氏 の 指摘 が も し正 し け れ ば こ れ も 原

図 が 豊 臣期 に ま で 遡 る こ と に な る ｡

本稿 で は
,

こ れ ら の 3 系統 あ る と さ れ る 図 の う

ち 代表的 な絵図 を そ れ ぞ れ 取 り上げ る こ と に す る ｡

こ こ で は 川村氏 が 特 に 着目 し た 国会図書館図 と 佐

賀県 立 図書館図 を 主 に し て 取 り 上 げ た い が
, 前者

は 塚本氏 の い う第 1 系統図, 後者が 第 3 系統図 と

な る
｡ 残 り の 第 2 系統図 は下郷氏所蔵日本図

･

秋

岡氏旧蔵日本図
( ‖ )

を 対象 に
,

こ の 際 に 第 3 系統

図 の 南波氏所蔵日本図 も
一

緒 に 取 り 上 げて 初期日

本図 の 作成に つ い て 検討 し て み た い
｡

検討 に 当 た っ て は
,

越中 の 図形 と 地名を 見 る こ

と に な る ｡ 地名 の 場合 は
,

こ れ ま で 城所 と し て 記

載 さ れ た 地名が 検討 の 主 と な っ て い た が
,

海野氏

の 指摘 に あ る よ う に (12)
, 城 以外 の 地名記載 も含

め て 全国 に 及 ん で 検討 す る 余地 が あ る し
,

ま た 海

道氏 は 慶長日本図系諸図 に て 誤記地名 の 点 か ら 試

み て い た ｡ し か し
,

全国 の 地名総点検 は 容易 で は

な い
｡

こ の た め 初期 の 地 理 に 変化 の あ っ た 地域 を

対象 に し て 検討 す る の が と り あ え ず有効 な 方法 と

な る ｡ そ こ で
,

こ の 原図成 立 を 考 え る 上 で 重要 な

記載 を 持 つ
, 筆者 が 居住 す る･越 中国 に つ い て 取 り

上 げ る こ と が 有効 な の で あ る ｡ 越 中 は
,

初期 の 城

下 町 変更 や
,

そ の た め の 中心 街道交替 が あ り, 初

期 日本 図 の 作成年代判定 の 参考 と な る 地域 で あ る ｡

も ち ろ ん
,

こ の 国会図書館 図 だ け で は な く
, 佐賀

県 立 図 書館図 な ど の 初 期 日 本図 も 含 め て こ の 両 国

の 記載 に つ い て 調 べ
,

こ の 初期日本図 の 成 立 に つ

い て 考 え て み た い
｡

こ れ ま で 国会図書館 図 ･ 佐賀県 立 図書館図 は 幕

府撰日本図 な い し そ の 写 と 考 え ら れ て き た が
, 念

の た め に 越 中 に つ い て も 見 て み る 必要 は あ る ｡ そ

の た め幕府 へ 提出 さ れ た 国絵図 や 広域図 と 対照 す

る必要 が あ る が
,
初期 北陸道 の 図 を 見 る こ と が で

き な か っ た の で
,

こ こ で は 国絵図 の 検討 に し た い
｡

ま た
,

こ れキこ あ わ せ て 国会 図書館図
,

慶長 日本図

を も と に し た と さ れ て い る ｢ 日本分形 図｣
(13 )

が 本

当 に 同図 を も と に し て い る か も 念 の た め 越中に つ

い て 検討 し て み た い
｡ な お

, 初期国絵図 の 詳 し い

検 討 は 先 に 行 っ て い る の で
(1 4)

, 本稿 で は そ れ を

踏 ま え て 取 り 上げ る が
, 残存す る初期 の 越 中国絵

図 に は 内容 が 簡略 さ れ た も の が あ る な ど
, 越中 で

は そ の 検討 に も 限界 が あ る こ と を 断 っ て お き､ た い
｡

-

, 日本総図の検討

I , 国会図書館蔵 日本図

国会図書館蔵日本図 (3 7 0 セ ン チ ･ 4 3 3 セ ン チ)

は
, 慶長 .(後 に 寛永) 幕府撰日本図 と さ れ て き た ､

日本 図 の 代表的 な絵図 で あ る ｡ 幕府 に よ る 慶長 の

日本図 と さ れ た の は
,

か つ て の 国立上野 図書館 に

収蔵 さ れ た大型 で 美麗,
か つ 立 派 な 日本図 で あ り,

徳川期 以前 の 日本 図 に は み ら れ な い 格段 に す ぐれ

た 姿 を 措 い て い る こ と か ら で あ る
( '5)

｡
し か し

,

前述 の よ う に 同図 は ､ 記載 内容 か ら寛永後期 の 作

成 と す る 見解が 出 さ れ て い る ｡

こ の 絵図 は貴重 な絵図 だ け に 現物を 見 られ な い

が
,

そ の 写真 が 入 手可能 で あ り
,

こ れ に も と づ い

て 検討す る
｡

こ の 写真 な ど を も と に
, 初期 日本図

の 越中 の 図 形 を次真 の 図 に 示 し た
｡

図 ア に 見 る よ う に
,

こ の 日本 図 に は 十 二 町 潟

(元 は 布施潟 の 呼称 , 現氷 見市) が 描 か れ て い る

ち の の
,

越中最大 の 潟 で あ る 放 生 津潟 が 省 か れ て

い る 重大 な 特徴 が あ る
｡

こ れ は 後 に 検討 す る越 中

慶長系国絵図 の 大 き な 特徴 で あ る
､

｡

次 に 越 中 の 記載都市 を 街道 ご と に 記載 す る と ､

次 の よ う に 記 し て い る ｡

○( 金沢一森 山) 一今石動
一

守山 - (能登)

O ｢ い ま ゆ き｣ (今 石 動) - ｢ 黒河｣ -
｢
戸山｣ - ｢魚津｣ -

- 1 30 -



近世初期日本図 の 作成に つ い て

園 , 初 期 日 本 国 の 越 中 の 図 形

凪 T
､ 再 会 回 書 dr 所Jt F) 本 威

河ウ ､ 舟 汝 氏 所Jt 日 * 包

申 オ
､ It Pq 氏 所Jk fl ホ 酔

飯 キ ､ 内 閣 文 庫 JE r ヰ 中 EZ[ 固 l

国 イ ､ 佐 兼 れ 立 回 書 d[ 所Jk 日 本 内 ( 壬 N L 文J L)

阿 エ
､

下 ♯ 氏 所 Jt 日 ♯ 可

F カ
､

r 戸 ♯ 分 形 PI J

● ー ~

←

画 ク ､ 頼 美 文Jk Jt r 越 中 国 園 l

- 13 l -



｢境 町｣ - (越後)

○守山
一

富 山

O ｢ 黒河｣ - (高山)

絵図 に は 城下町 に □ の 記号 が 記載 さ れ る が
,

上

の 越 中 の 町 に は い ず れ も 城下町記号 が な い
｡ 加賀

藩 の 城下 町 は 金沢 で あ り , 富山藩が 成 立 す る の は

寛永1 6 年 (1 6 3 9) で あ っ た
(- 6)

｡ ま た
, 日本図 の

関係上
,. 藩主 の 居城 す る 城下町 だ け に 城下町記号

を 付 し て い た の で あ り･ , 富山 の よ う に 富山藩成立

以前 に 城下 町 と し て 幕府 に 認 め ら れ て い て も , 港

主以外が 居城 す る 町 は城下町記号 は付け ら れ な か っ

た と 見 る こ と が で き る
｡

こ の た め 川村氏 の よ う.
に

富山藩成立前 の 寛永1 0 年代 の 状況 を 記 し た も の と

見 る こ と も で き る
｡

し か し
,

重要 な の は寛永期 に 存在 し た 越中 の 重

要都市 で あ る高岡 の 記載 が こ の 絵図 に は な い こ と

で あ る ｡
こ の 日本図 で は高岡 が 記載 さ れ ず に

, 代

わ り に 守 山 が 記 さ れ て い る ｡ 守 山 か ら富山や 今石

動 の 道 が措か れ た 街道筋 か ら す る と , 絵図 は高岡

が ま だ 建設 さ れ て い な い 時廟の 越 中 を 措 い て い る

こ と に な る
｡ 富山城 に 隠居 し て い た 前 田利長 が 慶

長1 4 年 (1 6 0 9) の 大火 に よ り火災 に 弱 い 富山 を 越

中 の 本拠地 に す る こ と を や め て
, 新 た に 関野 の 地

に 新城下町高岡 を 同年 よ り 建設 し た の で あ る
(1 7)

0

そ う す る と 絵図 は
,

慶長1 4 年 を さ か の ぼ る 時期 の

作成 と い う こ と に な る ｡

守 山が 城下町 と し て 建設 さ れ た の は
,

天正1 3 年

(1 5 85) に 秀吉 か ら 前 田 利長 へ 越 中川西地域 が 与

え ら れ た 際 で あ っ た ‖8)
｡

こ の と き 利長 は中世 以

来 の 重要 な 山城 の 守中城 を 拠点 と し て 城下町建設

を 実施 し た の で あ る (1 9)
｡ ま た

, 今 石動 は
, 天正

1 3 年 の 地震に よ り

′

木船城 が 崩壌し た た め に
, 翌年

に 建設 さ れ た 城下 町 で あ っ た
(2 0)

｡

魚 津 は 前期 に は 小津 と も 記載 す る が ( 21'
, 中世

以来 の 町 で
,

魚津城 は こ の 中世後期 に は存在 し て

い た
｡ 境 町 は 越後 と の 境 に あ る 町 で

,
古 く か ら 越

後 へ 通ず る北陸道 は こ の 土 地 を通 っ た 要所 で あ り ,

境関所 が 設置 さ れ た 町 で あ る ｡

富山 の 町 は ｢戸 山｣ と 記載 さ れ て い る が
, 富山

は 元 は 外山郷 と 記載 さ れ た こ と も あ り
( 22)

｡ 近 世

初期 に は 富山 や 外 山 で な く
, 戸山 の 記載 な の は 単

な る 誤字 か
, あ る い は 作成 さ れ た 時代 に ま だ 富山

の 記載 が 定着 し て い な か っ た こ と の 表れ で あ る ｡

描写 さ れ た 街道 に つ い て み る と, 金沢
一

今石動一

黒河一富山 の 街道 が 近世初期 の 北陸街道 で あ る ｡

寛文初年 に 今石動一高岡
一

小杉新町 ( 明暦 4 年町

建設)
( 23)

一 富山 の 街道 が 北陸街道 に 変更 さ れ て い

る o 今 石動 一
.
守 山 か ら 能 登 へ の 道 も

, 元和 2 年

(1 6 1 6) に 宿役 の 定 め が 出 さ れ た 際 に
( 24)

, 北 陸街

道 な ど と と も に 宿役 が 設定 さ れ て い た 越中 の 重要

街道 で あ っ た ｡

絵図 で 注目 さ れ る 街道 は
,

黒河 か ら高山 へ い た

る 飛騨街道 で あ る｡ 富山 か ら高山 で は な く
,

黒河

か ら 飛騨街道 が 措 か れ て い･ る の は
,

飛騨 へ の 物資

運送 ル
ー

ト と し て 岩瀬か ら神通川 を 利用 し て 富山

へ い た り , 富山 か ら神通川沿 い に 飛騨 へ 抜 け る 飛

騨街道 の 重要性が こ の 当時 に 大 き な も の で は な か っ

た か ら で あ ろ う か
｡

佐 々 成政 の 富山城下建設 の 詳 し い こ と は 不明 で

あ る が
, 彼が 越 中 を 領有 し た 際 に

, 城下町建設 を

行 っ た こ と は柴田 勝家 の 北庄建設 ,
前 田 利家 の 所

口 建設 か ら も 間違 い な い
｡

も ち ろ ん
,

上杉 と 対略

す る 前線の 地 で あ っ た だ け に
, 富山 の 城郭整備 は

と も か く
,

城下建設 に つ い て は 限界 が あ っ た よ う

で
,

こ の た め に 慶長1 0 年 の 利 長 に よ る 富山 の 再

逮
( 25) が 行 わ れ る 必要 が あ っ た の で あ る ｡

こ の 再建以降 に 富山か ら の 飛騨街道 は
一

段 と 重

要 に な っ た と 考 え ら れ争が
, そ れ 以前 は 黒河 も水

運 と の 関 わ り で 重要 で あ っ た と み ら れ る ｡ す な わ

ち
, 中世 の 越 中 の 代表的都市 は守護所 も 設 け ら れ

た 湊町放生津で
,

こ こ に は 元将軍足利義材も身 を

寄 せ て い た
( 26)

｡ 放 生 津 に 加 え
,

三 津七湊 に 数 え

ら れ た 岩瀬湊 も 重要 で あ る が
, 中世後期 の 岩輝湊

に つ い て は 不明 な 所 が 多い
｡ よ く 知 ら れ て い る よ

う に 寛文期 に 神通 川 の 流路 が 大 き く 変 わ り , 東岩

瀬 が 神通 川 の 川 湊 と し て 発展 し て い く こ と に な っ

た
｡ 寛文期 に 東岩瀬 に 住民 が 移転 し た と さ れ て い

る が
(2 7)

, 富 山藩領 の 年貢
･

役銀 負担者 が 勝手 に

他藩 の 加賀
■
藩領 へ 移転 す る の も 限度 が あ り

, 家持

層 の 移動 は 次 三 男移住 や 店舗利用 の み と み ら れ る ｡

寛文 7 年 の 家数 は 16 3 軒 で あ る が
(2 8)

, 中世後期 の

西岩瀬 も こ の 家数 と そ う 変 わ ら な い 規模 の 湊町 で

あ っ た と み ら れ る ｡

中世後期 の 飛騨 へ の 物資 は
,

こ の 湊町岩瀬 だ け
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近 世初期日本図の 作成に つ い て

で な く
,

放生津か らも送り 出 さ れ て い た こ と が 予

想 さ れ る ｡ 放生津か ら神通峡谷 を経 て 飛騨 へ の 物

資輸送 は
, 下条川 ･ 鍛冶川 の 水運 を使用 し

, 黒河

近辺 の 河岸場 で 荷 揚げし, 馬 に 積 み 替 え て 黒河 か

ら 分岐す る 飛騨 路 を 利用 す る こ と が 可能 と な る た

め で あ る ｡
こ の 点 を 裏付け る の に

,
黒河 へ 中世後

,

i

期 に 真宗寺院の 専福寺 が 八尾 よ り 移転し て き た こ

と が あ る
(2 g)

｡
こ の 寺は 瑞 泉寺 ･ 間名寺 と と も に

天正1 3 年 ( 15 8 5) に 秀吉か ら制札 を 与 え ら れ た 有

力寺院 で あ っ た ( 30 )
｡

こ の 制札 に専福寺内の 百姓 ･

町人 を 記載 し て 串り , 当時同寺は 町人も居住 す る

寺内 を 形成し て い た こ と が わ か る ｡ 中世末の 黒河

は
,

こ う し た寺院が 移転し て く る は ど経済 的 に 重

要な土地 に な っ て い た と み ら れ る
｡

さ て
,

｢
戸 山｣

･

黒川記載 も含め て
,

.
以 上 か ら

す る と
, 原図 は や は り近世初期 の 天丘1 4 年か ら慶

長1 4 年 の 間の 越中 を 措 い て い た と み な し う る
｡

2
,

佐賀県立図書館蔵日本図

佐賀県立図書館図 は蓮池藩鍋島家 が 所蔵 して い

た 蓮地文庫 の 日本図 (中部3 8 4 × 27 9 セ ン チ) で あ

る
｡

こ れ は 幸い に も , 現物を 拝見 さ せ て い た だ き
,

北陸地域 と そ の 周辺 の 写真 (写真 1 参照) を 撮 ら

せ て い た だ い て い る
｡

こ の 日本図 は 街道描写 が 国会図書館図 よ り 詳 し

く な っ て い る
｡ 前項掲載 の 図 イ に 示 し た よ う に

,

こ れ も 十 二 町潟 の み 記載 さ れ て い る
｡

写真 1 佐賀県立図書舘蔵日本図

主要 な 街道 と 町名 だ け を 下 に 整 理 す る ｡ な お
,

同図 と 同系統 の 山 口 県文書館蔵毛利文庫 の 日本図

( 中部3 7 4 × 2 9 2 セ ン チ) (31) は ( ) 内 に 記載 す る ｡

O ｢
は に う｣ ( ｢

ハ ニ ウ｣) - ｢
今 ゆ す る き｣ ( ｢

今 ユ ス ル

キ｣) -
｢
新町｣ ( 同) - ｢黒川｣ ( 同) - ｢戸 山｣ < □ で

囲 む > ( ｢ 富山｣ < 同赤塗り > ) - ｢ 高月｣ ( 同) -

｢
魚 つ-｣ (

｢
魚津｣) - ｢

新町｣ ( 同) -
｢ 堺町 ｣ ( 同) ⊥

[越後]( 同)

O
｢
高 岡｣ < □ で 囲 む > ( 同赤塗 り) - ｢森 山｣ ( 同) -

｢
水上｣ ( ｢

氷見｣) - [ 能登])

O
｢
黒川｣ ( 同) - ｢

城 の 尾｣ ( ｢
城野尾｣) - [杉原 ･ 高

山]( 杉原
･ 高山)

O
｢ 高岡｣ ( 同) - ｢

新町｣ ( 同) - ｢
石丸｣ ( 同) - ｢ 中野 ｣

( 同) - ｢ 城 か は な｣ ( 城 カ ハ ナ) - ｢赤尾｣ ( 同)

o ｢ 今 ゆ す る き｣ ( ｢ 今 ユ ス ル キ ト ｢安井｣ ( 同) - ｢
福

光｣ ( 同) - ｢小俣｣ ( 同) - [加 賀]( 同)

O ｢ 戸山｣ ( ｢ 富山｣)
- ｢ 長 戸｣ ( 同) - [ 杉原

･ 高山]

( 杉原
■

･ 高山)

○
′｢ 戸山｣ ( ｢富山｣) - ｢ う れ ｣ ( ウ レ)

こ の 絵図 に は高岡 が 措 か れ
,

し か も 富山 と 同様

に 口 で 囲 む 城下町 の 扱い が さ れ て い る ｡ 高岡 が 城

下町 で あ っ た の は
,

建設 さ れ た 慶長1 4 年か ら
一

国

-

城令 の 元和元年 ま で で あ る
( 32)

｡

国会 図書館図 に 重要地 点 と し て 記載 さ れ て い た

守山 は
,

｢森山｣ と し て 記載 さ れ て い る ｡ 利長 に

よ る富山建設後 に も守
,
LLJ に は 町人 が 残 っ て い た が

,

高岡建設後に ほ と ん ど高岡 へ 移転 した と 考え られ ,

そ の 後 の 守 山 は 能登路 の 宿場町 と な っ て い た
｡

な

お
,

富山 は こ の 絵 図 で も ｢
戸山｣ 記載 と な っ て い

た ｡

北陸街道 の 今石動
一

黒河間 に 新町 が 記載 さ れ て

い る が
, 新町 (戸 出新町) が 成立 し た の は 元和 3

年 の 羊と で あ っ た (3 3)
o 前 で省略 し た 今石動 - 宿

光間 の 街道筋に あ る 安居 (-r 安井｣) も 元和 2 年 に

町 立 て さ れ て い る
(3 4)

｡
つ ま り

,
こ の 点 か ら す る

と 元和期 に 下る 内容と い う こ と に な る ｡

街道筋 をある と
, 北陸街道 の 飛騨路 へ の 分岐点

は富山 で は な く
,

こ こ で も 黒河 と な っ て い る ｡ 高

岡建設以降に 富山城 は破却 さ れ ず に そ の ま ま 温存

さ れ
,

町人 ら も あ る 程度居住 し て
,

そ れ な り の 町

と し て 存続 は し て い た
( 3 5)

｡ し か し
, 富 山 が 城下

町 と し て 重要性 を再 び帯 び て く る の は 寛永1 6 年 に

富山藩 が成立 し て か ら で あ る ｡ こ の 結果 , 富山 か

ら 黒河 を 経 由 し な い 飛騨街道 で は な く
,

西 か ら の

道 を も 考慮 し た 黒河 か ら の ル
ー ト が 飛騨 へ の 交通

路 と し て 捉 え ら れ た の で あ ろ う ｡

以 上 の よ う に
, 古 い 形態 を 示 す と い わ れ る こ の
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絵 図 も そ の 記載 内容 で は
,

越 中 は 国会図書館図 よ

り も 新 し い 記載 で あ っ た
｡ 高岡

･

戸 出
･

安居 の 記

載 か ら すると , 元和以降 の 内容 と な る
｡
･ し か し

,

佐賀県立図書館図 ･ 山 口 県 立 図書館 図 の 作成年代

と さ れ て V ) る寛永1 0 年を 下 る こ と は な い
｡

3 , 南波 氏蔵 日本図と下郷氏所蔵 日本国
･ 秋同氏

旧蔵日本 図

こ の 個 人所蔵 の 著名 な絵図 は 当然 な が ら 現物を

見 る こ と な ど で き な い
｡ し か し

, 幸 い に も 『日本

の 古地図』 と 『
日本古地図大成』

( 3 6)
に 図版が 収録

さ れ て い る の で こ れ を 使用 す る ｡

南波氏蔵 日本図 (5 6 × 1 2 4 セ ン チ) は
,

は し が

き で 記 し た よ う に 佐賀県 立 図書館図 と 同系統 図 と

さ れ て い る
｡

｢ 越中 の 図形 ｣ の 図 り を 見 る と , や

は り 十 二 町潟図 の
ー
み が 描写 さ れ

,
そ の 形 は佐賀県

立 図書館図 と 同様 で あ っ て ､ 国会図書館図 と は 若

干 異 な る ｡

街道 と 町村 の 地名 は 次 の 通り で あ る
｡

○(金沢
,

城所 の 赤色 □) 一 高岡(城所 の 赤色 □) -

(黒川無記載) 一富山( 城所 の 赤色 □) - ( 越後)

○(能登) 一高岡

○(黒 川無記載) - ( 高山 , 赤色 □)

南波 図 に は 高岡 が 城 折 と し て 記載 さ れ て い る ｡

こ の 点
, 佐賀県立 図書館図 と や は り対応 す る ｡

た

だ 街道筋 の 重要 な 分岐点 と し て 黒川 の 位置 が 記 さ

れ て い る
.

加賀は 小松 ･ 大聖 寺記載 は な い の で
,

こ の 絵図 は高岡建設 か ら 廃城 ま で の 慶長1 4 年 か ら

元和元年 の 状況 を 示 す こ と に な る
｡

次 に
,

塚本氏 が 第 2 類型 と し た 二 つ の 絵図 を 見

て お き た い
｡ 下郷氏所蔵日本図 (1 0 4 × 2 6 5 セ ン チ

,

図 エ) と秋岡氏 旧蔵 日本図 ( 5 6 × 1 2 4 セ ン チ
,

図

オ) で あ る が
,

こ の 越 中 の 図形 は 海岸線 を ギ ザ ギ

ザ に し て い る 点 の 特徴 が あ る ｡ し か し
,

潟記載 が

な く
,

と も に こ れ ま で 取 り 上 げた 日本図 と 異 な る ｡

下郷氏所蔵日本図 で あ る が
,

こ れ に 記載 さ れ た

主要地名 を 交通 路 ご と に 示 す と 次 の 通 り で あ る
｡

○( 七 尾) -
｢
黒 川 ｣ - ｢ と 山｣

- (越後)

○( 金沢) - ｢黒 川 ｣ - ｢ と 山 ｣

O ｢ 黒川｣ - (飛騨高山)

秋岡氏蔵 日本図 は 街道筋 の 記載 が な く , 地名 だ

け で あ る が
,

こ の 地名 は 次 の 土地 で あ る ｡

○富山( 城所 の 赤 口) I ｢黒川｣
･ ｢ 鳥 山｣

下郷図 は 黒川 以西 に は 越 中 の 地名記載 は な い
｡

黒川 が 飛騨 と の 分岐点 と し て 記載 さ れ て い る の で

初 期 の も の と な る ｡ ま た
,

七尾 と金沢 へ の 街道分

岐点 は 国会図書館図 と 異 な り 黒川 か ら と な っ て L, ､

る ｡
こ れ は 国会図書館図 よ り簡略 な 記載 の た め と

み ら れ る ｡ 次 に 越中 の 地名 に は 城所 と し て の 記号

は な い が , 富山の と こ ろ に は 大名名前 の 貼 り 付 け

が あ る ｡ 守 山 ･ 高岡 の 記載 が な い の で
, 守 山 か ら

前 田利長 が富山 へ 移 っ た 慶長 2 年
( 37)

か ら 高 岡建

設の 同1 4 年 の 問 の 状況 と な る
｡

と こ ろ が
, 加賀に は 小松が 城所 と し て 記載 さ れ

て お り , 富山 に は 前記 の 張り紙が あ る の で
,

小松

城 が 建設 さ れ富山藩 が 分薄さ れ た
,

三 代目藩主利

常隠居 の 寛永1 6 年 以降 の 状況 と な る ｡

､

し か し
,

こ

の 小松記載 を よく見 る と
, 本来は 北陸街道沿 い な

の 古手, 北陸街道 を は ず し て 記載 さ れ て い る ｡
こ れ

は本図作成の 際 に
,

原図 に 対 し て 作成時 の 状況 を

書き 加 え る 必要 が あ り
,

街道 を は ず し て 書 き 加 え

た こ と を 示 す も の で あ る ｡
つ ま り , 原 図 は 少 な く

と も 越 中 と そ の 隣接 の 小松 に 限 っ て い え ば
, 慶長

2 年 か ら 同1 4 年の 問 の 作成 と な る
｡

秋岡図 は高岡 の 記載 が な く 守山が 記 さ れ て い る ｡

し か も
｢
鳥 山｣ の 記載 間違 い で あ り

,
そ れ は 原 図

に あ っ た 地名 の 写 し 間違 い と い う こ と に な る ｡ 加

賀に は 小松 ･

大聖寺 が 城所 と し て 記載 さ れ て い る ｡

こ れ は 下郷図 の よ う に 原図 に 付記 し た も の と な り ,

原図 は高岡成 立前 の 慶 長14 年 以前 の も の と な る ｡

図形 が 同 じ で 同類型 に 分類 さ れ て い る こ れ ら の

同系統図 と さ れ る 図 は
,

そ の 原 図成立 が 内容 か ら

す る と慶長 2 年 か ら 同1 4 年 の 成 立 に ふ さ わ し い
｡

は し が き で 触 れ て お い 艇よ う に
, 海道氏 は こ の

下郷 図 な どの 日本 図 は
, 肥前 の 島喚記載 か ら す る

と 文禄 ･ 慶長役 の 頃 の も の と し て い た が
,

越中 で

も ほ ぼ同様 で あ っ た こ と に な る
｡

た だ し
, 囲形 に

つ い て は 後 の 国絵図分析 で 考 え る 点 が ま だ 残 さ れ

て い る こ と に つ い て 予 め 記 し て お く ｡

ニ , 初期越中国絵図

日本 惣図 の 越中 の 記載 に つ い て 見 て き た ｡ そ の

記載 が い つ の 国絵図 を も と に し て い た か を 考 え る

た め に
,

次 に 現存 す る 初期 国絵 図 か ら う か が う こ
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近世初期日本図 の 作成に つ い て

と に す る ｡

加賀藩が 延宝 5 年 ( 1 6 77) に所蔵する 国絵図 を

調査 し た際に
, 次 の 国絵図 が 存在 し た

(38)
.

I
, 寛永1 0 年 の 国絵 図控

･ ･ 巡見使 へ 提出

2
, 寛永1 9 年 の 国絵図控 ( 場 合 に よ っ て は寛永

1 6 年か ら 同1 9 年ま で の 作成)

3
,

正保 3 年 の 国絵図伺図

3 は金沢市立多摩川 図書館 に 現 存し て い る が
,

1 と 2 は 現存 し て い な い
｡ し か し,

1 の 寛永国絵

図 の 簡略図 と さ れ る絵図 は多数現存して い る (秩

田 県 立 公文書館 ･ 国会図書館 ･ 富山県立図書館他) 0

ま た
,

2 の 図 の 写 と み ら れ る 絵図 が南英文庫に 架

蔵 さ れ て い る
(39)

｡
こ こ で は ま ず こ の 二 つ の 図 の

越中 の 国絵図 を 対象 に 見 て み る こ と に す る ｡

1
. 寛永1 0 年国絵図

川村氏 に よ り寛永1 0 年図 と さ れ た 国絵図写 は各

所 に 所蔵 さ れ て い る ｡
こ こ で は

,
氏 に よ り 近年注

目 さ れ て い る佐竹文庫所蔵 の ｢ 日本六十余州国 々

切絵 図｣ ( 7 5 × 9 2 セ ン チ
,

L
写真 2 参照) ( 40)

と 同 じ

原図 写 の 国 立 公 文書館内閣文庫蔵 の
r
越中国図｣

(7 3 × 9 2 セ ン チ) を 見 る こ と に し
, 先 の 図形 の と

こ ろ で は 後者 よ り図を作成し た
｡

写真2 佐竹文庫所蔵日本図

｢ 日本六十余州 国 々 切絵図｣ の 越中図 は 写真 で

は わ か り に く い が ､ 川 を 河 口 に 重点 を 置 い て 詳 し

く 措 く 特徴 が あ り
,

こ の た め に 海岸線が ギ ザ ギ ザ

状態 に な る ｡ 内閣文庫 の 囲 も 当然 に 川 を 同様 に 措

く も の の
,

こ れ は そ れ ほ どギ ザ ギ ザ と は な ら な い
｡

｢ 日本 六十余州国 々 切絵図｣ の 海岸線 を 持 つ 各 国

の 図 は 同様 に 川 ･ 半 島 な どの 存在 か ら ,
こ れ を も

と に 海岸線 を 図示 す る と ギ ザ ギ ザ に な ら ざ る を え

な い
｡ 先に取り上げ た下郷氏 の 海岸線が ギザギザ

で あ る の は
,

詳し い 川 ･ 河 口 の 表現 に基づ く も の

と み ら れ る ｡

こ の 寛永 の 国絵 図 の 場合
,

や は り 潟 と し て 十 二

町潟 を 措 く だ け で 放生津潟 を 欠 い て い る ｡ 国 の 形

は 下郷図 に 似 て い る が
,

前記 の よ う に 下郷 図 に は

潟 が な い の で
, 寛永図 と の 関係 を結び付 け ら れ な

い
｡ 他方 , 佐賀県立図書館図 や 国会図書館図 と 図

形 は 異 な っ て い る
｡

地名と 交通路を 整理 し て み る
｡

< > は 内閣文庫

図 で あ る
｡

O
｢ 恒生｣ < 同 > - ｢

記 載欠落｣ < 今石動 > - < 街道

記載 な し > - ｢
新町｣ - -｢ 黒川｣ < 三 戸 田 > - ｢ 富

･ 山町 ･ 城｣ < 同 > - ｢ 高月｣ < 高月 > - ｢魚津 ･ 古

城｣ < 同 > - ｢荒 町｣ < 同 > - ｢堺 町｣ < 同 > - ( 越

姦)

O ｢ 高岡古城｣ < 同 > - ｢ 守山町｣ < 同 > - ｢ 氷見町｣

< 水石町 > - (能登)

O ｢ 高岡｣ < 同 > - < 街道記載 な し > - ｢
新町｣ < 同

> 丁 < 街道記載 な し > - ｢中野｣ < 同 > 一 ｢
井波｣

< 同 > - ｢
城鼻｣ < 同 > - ( 赤尾越)

O
｢ 三 戸 軌 - ｢八尾｣

- ｢ 切 詰｣
- (切詰越)

O
｢
欠｣ < 今石動 > - ｢

安居｣ < 同 > - ｢
福光｣ < 同> -

( 加賀木坂越)

O ｢ 富山町 ･ 城｣ < 同 > - ｢ 小黒｣ < 同 > - ｢ 牛 ケ 増 ｣

< 手 力 増 > - ｢猪谷｣ < 同 > - (猪谷越)

O
｢ 富山町｣ < 同 > -

｢
長棟｣ < 同 > - (長横越)

O
｢ 富山町｣ < 同 > - ｢ 有峰｣ < 同 > - ( ウ レ イ 越)

ま ず , 城 の 所在 か ら ふ れ る と
, 高岡

･

魚津が 古

城記載 で
, 富山 に 城 が 記載 さ れ て い る の で

,

一

国

-

城令後の 絵図 で あ る こ と は 間違 い な い
｡

注目 さ

れ る の は
,

北陸街道 で 埴生 ･ 今石動と 黒川間 の 新

町記載 の 他 に
,
魚津 ･ 境間 に､も 新町 に 対応す る荒

町記載 が あ る こ と で あ る ｡
こ の 新 町 は 北陸街道 に

面 し た 石由新町村 ` 41'
の こ と

.
と み ら れ る ｡ ま た

,

高 岡 ･ 守山 の 街道記載 も あ り ,
こ の 南街道 は 佐賀

県 立 図書館図 に 対応 す る ｡ た だ し
,

飛騨 へ の 道筋

は富山 か ら と な っ て お り
,

佐賀県 立 図書館 図 と 異

な る
｡

し か し
, 城端 へ の 道筋 は対応 し て い る

｡

以上 の よ う に
,

寛永1 0 年 の 国絵 図 を 簡略 に し た

と さ れ て い る こ の
'
絵図 は

, 佐賀県 立 図書館 図 に 近

い
｡ し か し

,
飛騨 へ の 道筋 は 異 な っ て い る ｡

こ れ
f
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を ど う 解釈 し た ら よ い の か
｡

1
, 簡 略 図 に さ れ た

際 に
, 富山 か ら 飛騨 へ の 道筋 ヘ 音 き 改 め ら れ た の

で あ ろ う か ｡ 2
,

そ れ と も加 賀藩 か ら 提 出 さ れ た

元図通 り な の で あ ろ う か ｡ 3
,

さ ら に
,

佐賀県 立

図書館図 が 作成 さ れ た 際 に 誤 っ て
, 黒河 ･ 高山間

に改め ら れ た の で あ ろ う か
｡ 川村氏 に よ る と

, 直

接に は 国絵図 で は な く , 広域図 を も と に し て 作成

さ れ て い る と す る の で
( 42)

, 広 域 図作成 の 際 に 訂

正 が 考え ら れ る
｡

2 . 南桑文庫所蔵図

南英文庫 の こ の 国絵図
｢
越中国図｣ ( 2 1 7 × 3 4 6

セ ン チ) (43 '

L
は

, 慶長 系国絵図 と1 し て 把握 さ れ て い

る 絵図 で
,

そ の 写 が作成 さ れ た 時点 は 下 る と し て

ち
,

こ の 絵図 の 元由が寛永1 6 年よ り1 9 年の 間 の 提

出 と み ら れ る も の で
( 44)

,
し か も そ の 内容 か ら そ

の 原図 は 慶長国絵図 を 元 に し た 可能性 の あ る 絵 図

で あ る
(4 5)

｡

こ の 絵図 は
,

越中最大 の 潟 で あ る 放生津潟 を 描

写 せ ず に
,

大 き く 措 か な い け れ ど も 十 二 町潟 を描

写 し て い る特徴 が あ っ た
｡

こ れ は 前記 の よ う に 国

会図書館図 , 佐賀県立図書館図 の 特徴 で も あ っ た
｡

越 中 の 形 は 特 に越後
･

信濃境が 明確 に 措 か れ て い

な い の で わ か り に く い が
,

こ こ を 先 に 示 し た 図
,

越 中図形 で は 破線 で 示 し た ｡
こ の 越中 の 形 は

,
潟

記載甲な い 下郷氏蔵 日本 図 が
一

番近 い
o そ し て

,

佐賀県立図書館図 よ り は 国会図書館図 の 方 が 形 は

近 い
｡

こ の 国絵図 は 道筋記載 が 極 め て 詳 し く
,

し か も

ア ト ラ γ ダ ム な形 で 村 か ら 村 へ の 道 が み な 記載 さ

れ て い る
｡

こ の た め ど の 道 が 主要道 か 判定 し に く

い が
,

主要な 町間 の 道筋 を 追 い か け て
,

そ れ を 捉

え て み る と 次 の よ う に な る ｡

○(金沢一森山) - 今石動
一

守山 - ( 能登)

0
.
｢ 埴 生 ｣

｢ 今石 動 町 ｣ - ｢ 戸 出村｣ - ｢ 三 段 田｣ - ｢ 黒

河 ｣ - ｢ 富 山｣ - ｢ 水橋 渡｣
- ｢

高 槻 ｣ -
｢
魚津町｣

-

｢ 田 荒 町 ｣
｢
春日｣ - ｢ 境村｣ - (越後)

O ｢守 山町 ｣
- ｢ 伏 木｣ - ｢ 北市氷見 町 ｣

｢ 両市氷見 町｣

O
｢
守 山町 ｣ - ｢ 戸出村｣

○富 山- ｢ 五 福 町 ｣ - ｢ 猪谷村j - ｢ か か 沢｣

こ の 絵 図 は
, 街道筋記載 は 極 め て 詳細 で

,
ま た

国絵 図 の た め 当然 に 地名記載 は 詳 し い
｡ そ れ ゆ え

極 め て 概略的 な､日本 図 と の 対照 は 残念 な が ら 難 し

い
｡

し か し
,

前記 の 潟記載 が 国会図書館図
･

佐賀

県 立 図書館図 に も み ら れ
,

特 に 前者 の 原 図 を 引 き

継い で い る の か 興味深 い が
,

残念 な が ら わ か ら な

い
｡

3 ,

r
日本分形図｣

最後 に
, 幕府 へ 提出 の 国絵図 で は な い が

, 国会

図書館図 と関連 す る と さ れ る 国絵図 の
｢
日本分形

図｣ の 越 中図 に つ い て も ふ れ て お き た い
｡

こ の 分形 図 は は し が き で 記 し た よ う に 国会図書

館図
･

慶長日本図 を も と に し た絵図 と さ れ て V ) る
o

こ こ で は 翻 刻 さ れ て い る絵図
( 46 )

を 使 用 す る
｡

こ

の 絵図 は
,

｢
越中 の 図形｣ 図 カ の よ う に 放生津潟

を 略 し て 十 二 町潟 を 描写 す る 点 で 国会図書館図 と

同様 で あ る ｡ 越中 の 図形も変 わ ら な い
｡

街道 は 飛騨 へ の 街道 を 略 し て い る こ と を 除 け ば

ほ と
,
ん ど 国会 図書館図 と 同 じ で あ る ｡ そ の 越中図

の 地名 は 次 の も の で あ る ｡

O
｢
い ま ゆ き｣ -

r
黒川｣ -

｢
戸山｣

- ｢
魚 津｣

- ｢堺 町｣
-

( 越後)

O
｢
い ま ゆ き｣ - ｢

鳥 山｣ - ( 能登七尾)

O ｢ 黒川｣ - ｢鳥山｣

O ｢黒川｣ ( 高山 へ 二 三 里 の 記載 あ り)

上 に は高岡 が 記載 さ れ ず ｢ 鳥山｣ つ ま り 守 山が

記載 さ れ て い る ｡ 鳥山記載 と い う こ と は
,

原図 に

守 山記載 が あ っ た こ と を 示す ｡
こ の 他 の 地名 や 富

山 を 戸山 と 記載 す る 点 な ど国会図書館図 と や は り

同 じ で あ る
｡

おわり. に

越 中 は
,

初期 に 城下町 の 変更 が あ り
,

ま た そ れ

に と も な う 中心 的交通路 の 変遷 も あ っ た 国 で あ る
｡

こ の た め 初期 日本 図 の 原図 の 成 立 時顛を 検討 す る

う え で 重要 な 地域 と な る
｡ 幕府 が 作成 し た 日 本図

を 確定 し
,

ま た こ れ ら の 初期日本 図 と そ の 原図 の

作成時期 を確 定 す る こ と が 重要 な た め に
,

本稿 で

は 越 中 を 対象 に し て 同絵図 の 地名 と 交通路記載 を

主 に し て
, 越 中 の 図形 も あ わ せ て 検討 を し た ｡

検討 の 結果 , 国会図書館図 は 天正1 4 年 (1 5 8 6)

か ら 慶長1 4 年 (1 6 0 9) の 間 の 越 中 を 描写 し て い る
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近 世初期日本 図の 作成 に つ い て

こ と が 明 ら か と な っ た o 海野氏 は
, 讃岐 国丸亀

,

常陸国土浦
,

肥前国名護屋 の 城所在地名を 主 に し

て慶長 3 年か ら同 6 年に原図が 作成さ れ た と す る

が
,

こ の 見解 は 越中 の 記載 か ら も 裏付 け ら れ る こ

と に な る｡ し か し
,

潟描写 の 点 で 放生津潟 が 措か

れ ず に 十 二 町潟 ( 布施湖) の み が 描写 さ れ る と い

う 問題点 が 見 出 さ れ た
｡

こ れ に つ い て は後に ま た

ふ れ る
｡

な お
, 国会図書館図 ･ 慶長日本図 を.も と

に し た と さ れ て い る ｢
日本分形図｣ に つ い て も見

て み た が
,

越中は 国会図書館図 と 同内容記載 で
,

し か も十 二 町潟 の み の 描写 で 図形 が 同 じ で あり
!

通説 の 見解は越中で も裏付 け ら れ
,

こ れ は 問題な

い
｡

海岸線を ギザ ギザ に す る特徴 の あ る 下郷氏所蔵

図 な ど の 系統日本図原 図 は
,

肥前に島峡記載 が 多

い 事か ら そ の 内容は 文禄 ･ 慶長 の 役 の 頃 で は な い

か と 推定さ れ て い た が
, 越中 の 記載 も そ の 内容か

ら 原図 は 国会図書館図 と同様な 時期 に 遡 り う るも

の で あ っ た ｡ し か し
,

そ の 越中 の 図形 は や は り海

岸線が ギザギザ で
,
寛永1 0 年図 を 基 に し た ｢ 日本

六十余州国 々 切絵図｣ の よ う に 川 と そ の 河 口 記載

を 詳 しく す る絵図 に 依拠 す る と こ の よ う な 図 に な

る . も っ と も十 二 町潟 を 欠v ) て い る 点 か ら図形 を

寛永 図
I
L= 依拠 し た と 結論 で き な い

.
た だ し, 慶長

系越中国絵図 は 詳 し く 川 の 河 口 も措く の で
, も し

こ れ に ｢ 日本六十余州国 々 切絵 図｣ の よ う な 図 が

作成さ れ て こ れ を 基 に す れ ば
,

下郷図 の よ う な 海

岸線 と去る が
,

い ずれ に し て も 今後 さ ら に 検討 し

な け れ ば な ら な い
｡

次 に作成が 国会図書館図 の 実際 の 作成 よ り も 早

い 寛永1 0 年 (1 63 3) の 幕府撰日本図 と さ れ て い る

佐賀県立図書館蔵蓮池文庫図
･ 山 口 県文書館毛利

文庫図 の 内容 を 見 た ｡ こ れ ら の 越中 の 記載 は 国会

図書館図.よ り も 遅 い 元和 以降 の 内容で あ る
｡

そ の

図形 は十 二 町潟 の
'描写 が あ る も の の

,
越中図 の 形

は 国会図書館図 ･ 日本分形図 と 異 な る も の で あ っ

た ｡

佐賀県 立 図書館 図 と 異 な り
,

国会 図書館図 ･ 下

郷図 は 内容 が 簡略 す ぎ て
, 慶長系 国絵図 と の 比較

が 難 しV )
o し か し

,
こ の 佐賀県 立 図書館図 の 原 図

は寛永1 0 年 に 幕府 が 作成 し た 日本 図 と い う こ と で

問題 な い よ う で あ る ｡

以上 の よ う に 図形 で は
, 初期日本図 は 下郷

･ 秋

岡両氏蔵 日本図 の 系統図 と 国会図書館図 ( ｢ 日本

分形 図｣ も) ･ 佐賀県立図書館図
･ 南淡氏蔵日本

図 に 分 か れ た が
, 後者も十 二 町潟図描写 で 共通 す

る も甲 の
,

越中国 の 形 か ら
,

周 会図書館図 と 佐賀

県立図書館図 ･ 南波氏蔵日本図 は 区分 さ れ た ｡ 放

生津潟 が 描写 さ れ な い 越 中 の 国絵図 は南英文庫 の

｢
越 中国図｣ な ど慶 長系国絵図 に み ら れ る 特徴 で

あ る が
,

こ の 特徴 は 正保 の 越中国絵図 に も ほ ぼ継

承 さ れ て お り
,

正保 の 国絵図 を ほ ぼ引継vさだ 元禄

の 国絵図 に も受 け継がれ て い る
｡

ほ ぼ と す る の は
,

放生津潟 が ご く 小 さ な 潟 が あ る か な い か の よ う な

描写 と な っ て V ) る た め で あ る o こ の よ う な 放生津

潟 の 初期越中国絵図 の 加賀藩 に よ る提出 は 徳川政

権に 対 し て の 軍事的観点 か ら 生 ま れ た も の と み ら

れ る
( 47 )

0

問題 は
, 放生津潟 を省く こ と が

,
前代 の 豊 臣政

権 の 郡図徴 収で も見 ら れ た か と い う 点 で あ る ｡ 郡

図 と~い う こ と に な る と 射水郡 ( 中郡) で も 非常 に

大 き な 放生津潟 を 省略す る わ け に は 絶対 に い か な

い 地 理 的問題 が 生 じ て し ま う ｡ 豊 臣政権 と 前 田 家

と い う こ と で あれ ば
,

な に も か も 秘匿す る関係 で

は な い
｡

つ ま り郡図 で は 放 生津潟 も十 二 町潟も と

も に 描写 さ れ
,

も し こ の 郡 図 を も と
.
に し た 日本図

が 作成 さ れ れ ば
, 潟 を ま っ た く 措 か な い 絵図 か

,

越中 で 潟 を措け ば放生津潟 も 描写 さ れ た も の と な

る
｡

こ れ ま で 見 た と こ ろ に よ れ ば国会図書館図
･ 佐

賀県立図書館図 の 原 図 は
,

図形 と し て は豊 臣期 の

も の で なく徳川政権期 の も の を参考 に し て い る こ

と に な る ｡ 寛永1 5 年 に 再提 出が 命じ ら れ て い な い

石見 国 の 慶長国絵図 か ら 佐賀県立図書館図 が慶長

国絵図 の 図形 を基 に し て い る こ と
,

た だ し 国会 図

書館図 の 図形 は慶長 国絵図 に 基 づ い て い な い と 海

野氏 は 指摘し
,

さ ら に 国会図書館図 は 豊 臣期 の 絵

図 に 依拠 し た と 海野氏 は 論 じ て い る が
,

慶長石見

国絵図 の 中央部海岸線 の 曲 が り 具合 が 国会 図 の よ

う に な だ ら か で な い 点 か ら い き な り慶長 国絵 図 に

依拠 し て い な い と の 結論 と な っ て い る
( 48)

｡ し か

し
, 慶長国絵図 を 基 に し て 広域図 な い し 日 本図 が

/

作成 さ れ た と す る な ら ば , 当然 に そ の 海岸線 の 曲

直 の 度合 い は 変化 し
,

こ の 広域 図 な い し 日 本図 を
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基 に し て も し 国会 図書館図 が 作成 さ れ れ ば慶長国

絵図 の 海 岸線の 曲 が り 具合 は 違 っ て 当然 で あ る ｡

曲直な ど で な く 地形 の あ る 無 し で あ れ ば決定的 な

論拠 と な る が
,

こ の 説 は そう で は な か っ た
o

幸 い に も 越 中は 潟 の 有無 と い う 問題 を抱え た
｡

も し 国会図書館図 に 下郷図 の よ う に 潟 が ま っ た く

描写 さ れ て い な い か
,

あ る い は 二 つ の 潟 が 描写 さ

れ て
.

い れ ば
, 海野 氏 が 考 え る よ う に 国会図書館図

は 図形も豊臣期 の も の と 考 え る よ り所 と な る ｡ 慶

長石見国図 を も と に 鹿賀県 立 図書館図 の 図酪が 描

画さ れ た よ う に
, 越中国 で も 同様 に 慶長国絵図 に

み ら れ る 十 二 町潟 の み の 描画と な っ た ｡ そ し て ,

国会 図書館図 も 十 二 町潟 の み の 描画 で あ る が
,

こ

れ は 潟 も含め て 図形 が 違 っ て い る の で
, 固形 は 別

の 図 に 依拠 し た こ と に な る
｡ 慶長国絵図 と別 の 絵

図 は 当然 に 豊臣期 の も の で は な く
, 佐賀県 立 図書

館図 の 原 図 で も な い
｡

ま た
,

-
海野氏 は 備前 の 寛永

1 6 年 図 を も と に し て 国会図書館図 が 作成 さ れ た と

す る 川村説 も否定 し て い る の で
,

慶長国絵図 を も

と に し て 作 られ た 広域図 な い し 日本 図 の 可能性も

出 て く る の で は な か ろ う か ｡
.

慶 長 国絵図 の 提出 に

よ り 日本図 が編成 さ れ た と す る 史料 は 見 い だ さ れ

て い な い が
, 今後 さ ら に 調 べ る必要 が あ る

｡

図形 だ け で な く
,

地名 に 加 え て 交通路 も 問題 で

あ っ た
｡

こ の 地名
･ 交通路記載 を 下郷 図 ･ 秋岡図

の 原図 は 守山 ･ 黒川 を 記載 し
,

黒川 が 交通路 の 中

心 で あ る 点 で 慶長期 の 内容 に ふ さ わ し い
｡ 羊 の 点 ,

国会図書館図 も 佐 賀県立 図書館図 も 同様 で あ る も

の の
,

佐賀県 立 図書館図 は 同絵図描画時期 の 地名

を も 加 え て い た の に 対 し て
, 国会図書館図 の 越 中

の 地名 は 新 た に 成立 し た 町名 な ど は 加 え ず に
,

塞

に し た 絵図 に従い
, 描画年代 を は る か に さ か の ば

る 時期 の 地名 内容 と な っ た
｡

こ の 国会図書館 図 に

対 し て 海野氏 は
,

は し が き で 記 し た よ う に 他 の 国

で の 慶 長前期 の 地名記載 を 複数見 出 さ れ て い た
｡

交通路 ･ 地名記載 は 図形 と 異 な っ て 古 い 豊 臣期

に さ か の ぼ る も の で あ る が
,

こ れ ま で み た 図形 の

点 や 所蔵 関係 , 仕 立 て な ど か ら も
, 国会図書館図

は通説 の よ う に 幕府作成 の も の で 民間図 で は な い
｡

幕府関係者 が 作成 し た と 判断 で き る こ の 国会図書

館図 が 豊 臣期 の 地名記載 を も と に し た 図 を 利用 し

た と す る な ら ば, そ れ は こ の 日本 図作成 の 担 当者

( 幕府) か 絵 師 が 豊 臣期 の 日本 図 を 所持 な い し 入

手 し て お り , そ れ も 参考 に し た た め と い う こ と に

な る
｡

先 に 図形 で は 慶長国絵 図 を も と に し た 広域図 ･

日本 図 を 原 図 と 考 え
,

地名 ･

交通路 で は 豊 臣期 の

日 本図そ考 え る とし) う よ う に 複数 の 図 を 原 図 に考

慮 し て み た ｡ と は い え ､ 国会図書館の 原図 の 判定

は 難 し く
,

い う ま で も な く 今後さ ら に 史料 を 発掘

し て 考え な け れ ば な ら な い
｡

な お , 佐賀県 立 図書館図 ･ 山 口 療文書館図 な

ど
(4 9)

の 存在 は
,

絵師 ･ 工 房 が大名 な ど の 依頼に

応 じ て 日本図 を作成 し て 販売 し た こ と を 示す｡ 幕

府 の 国絵図 は 御用絵師 が 当然 に 参画す る の で
, 塞

永 で あ れ ば京都 ･ 大坂 の 絵師 で は な く
,

江戸 の 絵

師 が 作成に関わ る ｡ 彼 ら の 下 に は
,

日本図作成 の

下図 や 控図
,

ま た 国絵図 の 写 は か が 残 っ て い る の

で
,

こ の 関係 の 絵師 の 流 れ の 所 か ら 佐賀県 立 図書

館図系 の 絵図 は作成 ･ 販売 さ れ た と み ら れ る
｡

注

1
,

川村
｢ 江戸幕府撰 日本図 の 編成 に つ い で｣

『人文地理』 3 3 巻 6 号 ･ 1 9 8 1 年
,

同 ｢ 江戸初期

日本総 図再考｣ 軍人文地 理 』 5 0 巻 5 号 ･ 1 99 8 年 ,

同
｢
池 田 家 文庫所 蔵 の 寛 永日本図 に つ い て ｣

『
地図』 3 6 巻 1 号

･ 1 9 9 8 年

2
, 黒 田 日出男

｢ 寛永江戸幕府 国絵図小考｣
『史

観』 1 0 7 号
･ 1 9 8 2 年,

塚本桂 大 ｢ 江戸時代初期

の 日本 図｣
『神戸市 立 博物館研 究紀要』 2 号 ･

19 85 年

3
,

海野 ｢ い わ ゆ る 『慶長 日本総 図』 の 源流 ｣

『地 図』 3 8 巻 1 号 ･ 2 0 0 0 年, 同
｢
図形成立年代

と 描画年rf% ｣
『地図』 3 9 巻 1 号 ･ 2 0 0 1 年

,
海野

｢寛永年問 に お け る 幕府 の 行政査察 お よ び地 図

調整事業｣
『
地図』 3 9 巻 2 号

･ 2 0 0 1 年

4 ･ 7
,

川 村博忠 ｢江戸初期日本絵図 を め ぐ っ て
-

海 野 氏 の 見解 に 応 え て ｣
『
地 図』 3 8 巻 4 号

･

2 0 0 0 年

5 ･ 6
, 注 3

, 海 野
｢
図形成 立 年代 と 描画年代 ｣

『地図』 3 9 巻 1 号 ,
同 ｢

寛永年 間 に お け る 幕府

の 行政査察 お よ び 地図調整事業｣

8 ･ 1 2
,

注 3
,

海 野 ｢ 寛永年 間 に お け る 幕府 の 行
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近世初期日本図の 作成に つ い て

政査察お よ び地 図調整事業｣

9
,

注 2
,

塚本 ｢江戸時代初期 の 日本図｣

1 0
, 海適静香 ｢ 山本氏蔵日本図犀風 に つ い て ｣

『福井県史研 究』 3 号
･ 19 8 6 年

l l
, 南波氏所蔵 日本図 と 秋岡氏旧蔵 日本図 は南波

松太郎. ･ 室賀信夫 ･

海野
- 隆編 『日本の 古地図』

( 創元社
･ 1 9 6 9 年) 所収 の 図版

,
下郷氏所蔵 日

本図 は中村拓
『 日本古地 図大 成』 ( 請.談 社 ･

1 9 7 4 年) を 利用 し
,
解説 も参照 し た

｡

13
, 横山垂監修

『人国記
･ 日本分形図』 ( 勉誠社 ･

昭和5 3 年)

1 4
, 拙稿 ｢ 国絵図 に 読 む湊町 と交通 ｣ ( 高沢祐

一

他編 『前田氏 と 加賀藩』 高志書院 ･ 近日刊行

1 5
, 芦田伊人 ｢ 日本絵 図 の 沿革｣ , 織田武雄 ｢ 幕

府撰寛永日本図｣
『古地図散歩』 (朝日新聞社) ｡

前 出海野 ｢ い わ ゆ る 『慶長日本絵図』 の 源流｣ ｡

他｡

1 6
,

｢ 寛永日記｣ 他
『
加 賀藩史料』 二 編 (清文堂

出版 ･ 1 98 1 年版) , 寛永16 年 6 月2 0 日条

1 7
,

｢諸家所蔵文書写｣ 同上 ･ 第 二 編, 慶長1 4 年

8 月2 6 日条

1 8
,

｢狭草｣ 他
,

右同 J 一 編, 天正1 3 年 9 月I 1 日条

19
,

同上
,

『高岡市史』 上巻65 0 真｡

｢
守 山城｣

『日

本城郭大系』 7 巻 (新 人物往 来社
･ 1 9 8 0) ｡ 守

山城下 の 実態 は よ く わ か っ て い な い
｡

2 0
,

｢
今 石動町｣

『富山県 の 地名』 平凡社 ･ 1 9 9 4 年

2 1
, 寛文1 0 年

｢
越中国高物成帳｣ 加越能文庫蔵

2 2
,

｢ 富山町｣ 前 出
『富山県 の 地名』

2 3
, 深 井

｢ 加賀藩御郡所町
,

小杉新 町 ( 小移 宿)

の 町立 て と 地線 的結合｣ (丸 山薙成編 『
日本近

世 の 地域社会論』 ( 文献出版 ･ 19 9 8 年)

2 4
,

｢ 三 ケ 国宿々伝馬役之定｣
『富山県史』 資料編

近世中巻 ･ 6 4 0 号文書

2 5 ･ 3 5
,

深 井
『
近世 の 地方都市と 町人』 吉川弘文

館 ･ 1 9 9 5 年,
2 章 3 節

26
,

｢
放 生 津｣ 前出

『富 山県 の 地名』 参照 ､

2 7
,

『東岩瀬史料』 ( 東岩瀬 史料保 存会
･ 1 9 3 3 年)

2 4 貢

2 8
, 富山市大場家文書

2 9
,

井上鋭 夫校 訂
『加越能寺社 由来』 ( 日 本海文

化研 究室 ･ 1 9 7 4 年) 上 巻

30
,

｢松雲公道編類纂｣
『富山県史』 資料編近世上 ･

1 3 9 号

3 1
, 川村博忠編 『江戸幕府撰慶長国轡図集成』

( 柏書房 ･ 2 0 0 0 年) に 写真が 収録 さ れ て お り
,

.
こ れ を 参考 に し た

｡

32
,

『高岡市史』 中巻 (1 9 5 9 年) は イ 高岡城 と 城

下町｣ で 廃城 時期 に つ い て 諸史料よ り詳 しく検

討 し
,

一

国
-

城令 の 時 と し て い る
｡

3 3
,

｢立 野町方之儀旧記｣
『富山県史』 資料編近世

中巻 ･ 1 3 号

3 4
,

｢ 中越史料カ ー ド｣
『富山県史』 資料編近世 中

巻 ･ 1 2 号

3 6
,

こ れ ら の 図 の 寸法 そ の 他 は 前出, 南波松太 郎

他編 『日本 の 古地図』 の 解説に よ る ｡

3 7
,

｢ 三 州史｣ 他 『富山市史』 第
一

,
慶長 2 年1 0

月条

3 8
,

｢
御 国絵図公儀江被上候 写其外品 々 絵図御算

用場土蔵 こ 有之分之帳｣ 外
,

加越能文庫蔵

3 9
, 東京大学総合図書館蔵｡

こ の 図 の 詳 し い こ と･

は 拙著 ｢
国絵図 に 読 む湊町 と 交通｣ ( 前出

『前

田氏 と加賀藩』

4 0
,

秋 田県立文書館蔵 ｡ 川村氏 が本絵図 を柏書房

よ り翻刻 し て い る ｡ 川村博忠氏編 『寛永十年巡

見使国絵図 ･ 日本六十余州図』 2 0 02 年) 同書を

参照 さ れ た い
｡

4 1
,

｢石甲新町村｣
『
日本歴史地名大系1 6

,
富山県

の 地名』 1 7 4 ･ 1 7 5 貢 ｡
こ の 村 の 成立 に つ い て の

詳 し い こ と は 不明 で あ る ｡

4 2
, 注 1

,
川村 ｢ 江戸初期 日本 絵図再考｣

『
人文

地 理 皿 5 0 巻 5 号

43
, 東京大学付属総合図奮館蔵 ｡

こ の 南英文庫の

国絵図 に は 全国 の 慶長系国絵図が含ま れ て お り
,

越中な ど の 国絵図も 同様 で あ る こ と は
,

川村博

忠 ｢由絵図｣ ( 『
金沢市史』 資料編1 8

, 解題) ･

黒田日出男
｢ 南英文庫 の 江戸幕府国絵図(5)(10(ll) ｣

『東大 史料編纂所付属画像史料解析 セ ン タ ー 通

信』 5 号 ･ 1 0 号
･ 1 1 号参照 ｡

4 4 ･ 4 5
,

注1 4
, 拙稿前 出

｢
国絵図 に 読 む 湊 町 と 交

通｣

4 6
,

横 山垂監修 『近世文学資料類従
･

古板地誌編』

2 2 巻 , 昭和53 年

4 7
,

こ の 点 は 拙稿 ｢ 国絵図 に 読 む 湊 町 と 交 通｣

( 注1 4 参照) ｡
な お

､ 射水郡 の 代表的潟 の 放 生 津
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潟 に 加 え
､ 同 港以東 に あ っ た 放 生 津潟 よ り も 小

さ い 足洗潟 や 西岩瀬 の 海側 に 貞享期 ま で あ っ た

潟 も 描写 さ れ て い な い
｡

な ぜ
､一十 二 町潟 が 描写

さ れ た か と い う 点 は
､ 越 中 で も越後 か ら 最 も 離

れ た 西部 に 属し た ､ 能登付 け 根 に あ る 大 き な 潟

で あ っ た こ と や ､ ま た 万葉集 の 大伴家持 の 歌 で

著名 な た め に 省 き に く か っ た 点 が 考 え ら れ る ｡

4 8
, 注 3 海野 ｢寛永年間 に お け る幕府 の 行政査察

お よ び地図調整事業｣ 参照

4 9
,

岡山大学付属図書館蔵池田文庫 の 日本図 な ど

も あ る ｡
こ の 絵図 に つ い て は 川村

｢江戸初期日

本絵図再考｣ (注 1 参照) 参照
?

追 記 , 石 川県立 図書館 ほ か で 能登 な ど の 慶長系国

絵図 を 新 た に 見 る こ と が で き た の で
,

能登 ･ 加

賀 の 国絵図 に つ い て の 検討も 今後行 い
,

さ ら に

初期 日本図 に つ い て 考 え て み た い
｡ な お ､ 南英

文集 の
｢ 越中国図｣ の 写真を本論文 を 掲載 す る

た め に ､ 東京大学総合図書館 に 掲載願 い を 出 し､

写真撮影 を 同館に 常駐 す る 業者 に 昨春依頼 し た

が ､ 大型図 の た め も あ り
､ 撮影 が 困難と み え て

､

写真 を 入 手 で き な か っ た ｡ こ の た め 重要 な 同絵

図写真 を掲載 で き な中 っ た こ と を 断 っ て お き た

い
｡
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