
近
世
に
お
け
る
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
展
開
と
河
川
流
域
の
環
境
変
化
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【
要
約
】

本
稿
で
は
環
境
史
の
視
点
か
ら
︑
近
世
畿
内
の
水
田
で
行
わ
れ
た
魚
漁
と
水
鳥
猟
︑
す
な
わ
ち
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
試

み
た
︒
丘
陵
上
の
溜
池
で
の
魚
漁
は
︑
天
保
期
に
は
入
札
制
と
養
魚
が
行
わ
れ
る
段
階
に
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
淀
川
・
大
和
川
上
流
の
山
地
荒
廃
に
伴
い
︑

丘
陵
谷
口
に
位
置
す
る
溜
池
で
土
砂
流
入
が
問
題
と
な
り
︑
そ
の
修
築
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
取
ら
れ
た
方
策
で
あ
っ
た
︒
一
方
︑
淀
川
沿
岸
の
低
湿

田
で
の
﹁
魚
鳥
漁
猟
﹂
に
つ
い
て
は
︑
堀
上
田
と
の
関
わ
り
が
重
視
さ
れ
た
︒
淀
川
の
築
堤
と
上
流
山
地
か
ら
の
土
砂
流
出
は
︑
淀
川
自
体
の
河
床
上
昇

を
も
た
ら
し
︑
付
近
の
水
田
に
悪
水
滞
留
・
湛
水
田
化
を
引
き
起
こ
し
た
︒
そ
の
対
応
と
し
て
︑
既
存
田
の
堀
上
田
へ
の
転
換
が
十
九
世
紀
前
半
の
摂

津
・
山
城
で
み
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
は
米
の
収
穫
率
の
向
上
以
外
に
︑
堀
潰
れ
で
の
魚
鳥
漁
猟
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
背
景
に
は
︑

京
・
大
坂
で
の
﹁
生
洲
﹂
を
中
心
と
す
る
魚
鳥
の
商
品
需
要
が
あ
り
︑
近
世
後
期
の
﹁
水
田
漁
猟
﹂
が
都
市
消
費
と
直
結
し
て
い
た
こ
と
は
重
視
さ
れ
る
︒

史
林

一
〇
一
巻
三
号

二
〇
一
八
年
六
月

一

は

じ

め

に

現
在
︑
里
山
や
里
地
の
保
全
活
動
の
高
ま
り
に
み
る
よ
う
に
︑
人
の
手
の
加
わ
っ
た
﹁
二
次
的
自
然
﹂
の
意
義
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
生

業
の
営
み
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
里
山
や
里
地
は
︑
多
様
な
生
物
の
生
息
空
間
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
︑
地
域
の
生
物
多
様
性
の
維
持

に
果
た
し
て
き
た
役
割
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
二
次
的
自
然
﹂
は
ま
た
今
日
の
日
本
の
環
境
史
研
究
に
お
い
て
︑
重
要
な
研

究
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
特
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
環
境
史
の
研
究
潮
流
と
し
て
︑
民
俗
学
の
強
い
影
響
の
も
と
に
︑
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生
業
を
通
じ
て
の
自
然
と
の
多
様
な
関
わ
り
方
に
注
目
す
る
生
業
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
活
発
化
し
て
い
る①
︒
例
え
ば
農
業
・
林
業
・
製
鉄
等
に

伴
う
植
生
改
変
な
ど
︑
生
業
と
﹁
二
次
的
自
然
﹂
の
変
化
を
め
ぐ
る
環
境
史
研
究
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る②
︒
な
か
で
も
里
山
に
つ
い
て
は
︑
中

世
に
遡
っ
て
そ
の
成
立
過
程
と
利
用
実
態
を
俯
瞰
す
る
研
究
成
果
も
現
れ
て
い
る③
︒

里
山
と
並
ん
で
︑
日
本
の
﹁
二
次
的
自
然
﹂
の
代
表
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
水
田
で
あ
ろ
う
︒
水
田
と
は
い
わ
ば
人
為
的
に
つ
く
り
出
さ

れ
た
湿
地
で
あ
り
︑
そ
れ
に
付
随
す
る
溜
池
や
用
水
路
と
と
も
に
︑
消
滅
の
進
む
湿
地
の
代
替
空
間
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

つ
ま
り
水
田
は
単
な
る
稲
の
栽
培
地
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
魚
類
の
産
卵
場
所
や
水
鳥
の
採
餌
空
間
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る④
︒
換
言
す
れ
ば
︑

近
代
の
圃
場
整
備
事
業
に
よ
っ
て
米
生
産
の
み
に
特
化
さ
れ
る
以
前
の
日
本
の
水
田
は
︑
農
耕
だ
け
で
な
く
漁
撈
や
水
鳥
猟
も
行
わ
れ
る
重
層
的

な
生
業
空
間
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
多
面
的
な
機
能
の
解
明
に
は
︑﹁
複
合
生
業
﹂
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
よ
う
な
水
田
で
の
複
合
生
業
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
こ
れ
ま
で
民
俗
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
精
緻
な
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
特
に
安

室
知
は
︑
水
田
と
そ
れ
に
連
な
る
溜
池
・
用
水
路
︑
す
な
わ
ち
﹁
水
田
用
水
系
﹂
で
行
わ
れ
る
漁
撈
を
﹁
水
田
漁
撈
﹂
と
定
義
し
︑
そ
れ
は
共

同
体
的
な
水
利
管
理
を
兼
ね
て
行
わ
れ
る
自
給
漁
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る⑤
︒
ま
た
水
田
で
の
水
鳥
猟
が
︑
漁
撈
と
あ
わ
せ
て
農

民
に
よ
る
伝
統
的
な
生
業
活
動
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
河
岡
武
春
・
菅
豊
の
研
究
も
重
要
で
あ
る⑥
︒
こ
の
よ
う
に
民
俗
学
が
明
ら
か
に
し

て
き
た
﹁
農
＋
漁
＋
猟
﹂
の
複
合
生
業
の
姿
は
︑
し
た
が
っ
て
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う⑦
︒

以
上
の
民
俗
学
的
研
究
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
時
代
は
︑
例
え
ば
安
室
に
よ
れ
ば
︑
﹁
聞
き
取
り
調
査
で
遡
及
可
能
な
昭
和
初
期
﹂
に
ス

ト
イ
ッ
ク
に
限
定
さ
れ
て
い
る⑧
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
遡
る
時
代
の
﹁
水
田
漁
猟
﹂
に
つ
い
て
は
歴
史
学
の
担
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
し

か
し
そ
の
研
究
は
ま
だ
わ
ず
か
に
す
ぎ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る⑨
︒
そ
れ
は
︑
安
室
の
い
う
通
り
﹁
水
田
漁
撈
が
記
録
と
し
て
歴
史
史
料
に
残
さ

れ
る
こ
と
は
稀
﹂
で
︑
し
か
も
そ
の
残
さ
れ
た
記
録
が
﹁
官
が
水
田
漁
撈
を
規
制
す
る
た
め
の
も
の
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う⑩
︒
し

か
し
畿
内
の
村
々
に
は
︑
村
落
が
主
体
と
な
っ
て
﹁
水
田
漁
猟
﹂
に
携
わ
っ
た
こ
と
や
︑
そ
れ
を
領
主
側
も
認
め
て
い
た
こ
と
を
記
す
近
世
文

書
が
残
存
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
一
部
は
す
で
に
市
町
村
史
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
意
味
で
は
従
来
の
文
献
史
学
に
お
い
て
も
﹁
水
田

近世における「水田漁猟」の展開と河川流域の環境変化（佐野）

71 (535)



漁
猟
﹂
に
一
定
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
こ
で
注
視
さ
れ
て
き
た
の
は
水
損
の
村
々
の
生
産

性
の
低
さ
で
あ
り
︑
﹁
水
田
漁
猟
﹂
は
あ
く
ま
で
も
困
窮
時
の
非
常
措
置
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る⑪
︒
﹁
水
田
漁
猟
﹂
そ

の
も
の
を
平
時
の
生
業
の
中
に
位
置
づ
け
︑
村
落
の
生
活
手
段
と
し
て
論
じ
よ
う
と
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑

こ
の
よ
う
な
文
書
の
伝
存
す
る
河
内
国
・
摂
津
国
・
山
城
国
を
対
象
と
し
て
︑
近
世
に
お
け
る
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
実
態
に
つ
い
て
再
検
討
し
︑

環
境
史
の
視
点
か
ら
そ
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
︒

こ
の
環
境
史
的
視
点
と
し
て
本
稿
が
着
目
す
る
の
は
︑
近
世
の
水
田
を
取
り
巻
く
自
然
環
境
と
社
会
環
境
の
変
化
で
あ
る
︒
近
世
は
大
規
模

な
自
然
改
変
が
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
り
︑
河
川
の
治
水
工
事
や
水
辺
の
干
拓
な
ど
に
よ
っ
て
︑
水
田
面
積
の
飛
躍
的
な
増
加
が
み
ら
れ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
ら
の
水
田
は
︑
そ
の
後
に
も
続
い
た
河
川
流
域
の
自
然
改
変
︑
特
に
背
後
山
地
の
荒
廃
に
伴
っ
て
︑
さ

ら
な
る
大
き
な
環
境
変
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
︑
山
側
に
築
か
れ
た
新
田
や
溜
池
が
山
地
荒
廃
の
影
響
を
強
く
受

け
る
こ
と
は
想
像
が
つ
く
が
︑
あ
る
い
は
低
湿
地
へ
の
水
田
進
出
の
た
め
の
工
学
的
対
応
と
さ
れ
て
き
た
﹁
堀
上
田
﹂
に
つ
い
て
も
︑
時
代
ご

と
の
流
域
環
境
の
変
化
と
照
合
し
た
場
合
︑
従
来
と
は
異
な
る
新
た
な
機
能
を
付
与
さ
れ
て
い
く
様
相
が
見
受
け
ら
れ
る
︵
後
述
︶
︒
こ
の
よ

う
に
本
稿
で
は
︑
近
世
の
水
田
に
関
わ
る
山
地
や
河
川
の
環
境
変
化
に
つ
い
て
検
証
し
た
上
で
︑
こ
れ
ら
が
近
世
の
﹁
水
田
漁
猟
﹂
に
与
え
た

影
響
を
取
り
出
し
て
み
た
い
︒

さ
ら
に
も
う
一
点
︑
本
稿
が
注
目
す
る
の
は
︑
﹁
水
田
漁
猟
﹂
と
市
場
経
済
と
の
関
わ
り
で
あ
る
︒
安
室
は
︑
﹁
水
田
漁
撈
﹂
は
第
一
義
的
に

は
自
給
的
な
共
同
漁
で
あ
り
︑
こ
の
う
ち
大
規
模
な
も
の
に
つ
い
て
は
後
に
入
札
制
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
︑
そ
れ
は
商
品
経
済
・
貨
幣
経
済
の

浸
透
に
対
応
し
た
近
代
に
お
け
る
変
化
で
あ
っ
た
と
す
る⑫
︒
し
か
し
近
世
に
お
い
て
も
︑
米
の
商
品
化
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
水
田
も
ま
た
商
品

経
済
と
結
び
つ
い
た
空
間
で
あ
り
︑
そ
の
用
水
系
で
捕
獲
さ
れ
る
魚
や
鳥
も
︑
商
品
化
の
動
き
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
を
考

え
た
い
︒
例
え
ば
︑
﹃
大
日
本
租
税
志
﹄
に
﹁
溜
池
魚
漁
運
上
﹂
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に⑬
︑
溜
池
で
採
捕
さ
れ
る
生
物
資
源
に
︑
領
主
の

収
奪
の
手
が
及
ん
で
い
た
こ
と
は
重
視
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
里
山
で
の
薪
炭
の
採
取
に
山
手
銭
な
ど
が
賦
課
さ
れ
︑
そ
れ
ら
が
商
品
と
し
て
も
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都
市
へ
と
出
荷
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
水
田
と
そ
の
用
水
系
で
捕
獲
さ
れ
た
魚
・
鳥
に
も
︑
村
落
で
の
自
給
を
超
え
た
都
市
消
費
と
の
つ
な
が

り
が
見
出
せ
る
可
能
性
が
あ
る⑭
︒
こ
の
点
も
本
稿
の
重
要
な
論
点
の
一
つ
と
な
る
︒

①

こ
の
よ
う
な
近
年
の
環
境
史
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
各
文
献
を
参

照
さ
れ
た
い
︒
高
橋
美
貴
﹃
近
世
・
近
代
の
水
産
資
源
と
生
業
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
一
三
︑
三

二
四
頁
︒
橋
本
道
範
﹃
日
本
中
世
の
環
境
と
村
落
﹄
思
文
閣
出

版
︑
二
〇
一
五
︑
三

四
六
頁
︒
佐
野
静
代
﹃
中
近
世
の
生
業
と
里
湖
の
環
境

史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
七
︑
一

二
〇
頁
︒

②

代
表
的
な
も
の
と
し
て
︑盛
本
昌
広
﹃
中
近
世
の
山
野
河
海
と
資
源
管
理
﹄
岩
田
書

院
︑
二
〇
〇
九
︑
佐
竹
昭
﹃
近
世
瀬
戸
内
の
環
境
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑二
〇
一
二
な
ど
︒

③

水
野
章
二
﹃
里
山
の
成
立

中
世
の
環
境
と
資
源
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
五
︒

④

守
山
弘
﹃
む
ら
の
自
然
を
い
か
す
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七
︑
五
六

八
七
頁
︒

⑤

安
室
知
﹃
水
田
を
め
ぐ
る
民
俗
学
的
研
究

日
本
稲
作
の
展
開
と
構
造
﹄
慶
友

社
︑
一
九
九
八
︒
安
室
知
﹃
水
田
漁
撈
の
研
究

稲
作
と
漁
撈
の
複
合
生
業
論
﹄

慶
友
社
︑
二
〇
〇
五
︒
安
室
知
﹃
日
本
民
俗
生
業
論
﹄
慶
友
社
︑
二
〇
一
二
︒

⑥

河
岡
武
春
﹁
漁
民
の
水
鳥
猟
﹂
民
具
マ
ン
ス
リ
ー
一
〇

四
︑
一
九
七
七
︑
五

頁
︒
菅
豊
﹁
﹃
水
辺
﹄
の
生
活
誌

生
計
活
動
の
複
合
的
展
開
と
そ
の
社
会
的
意

味
﹂
日
本
民
俗
学
一
八
一
︑
一
九
九
〇
︑
四
一

八
一
頁
︒
菅
豊
﹁
﹃
水
辺
﹄
の

技
術
誌

水
鳥
獲
得
を
め
ぐ
る
マ
イ
ナ
ー
・
サ
ブ
シ
ス
テ
ン
ス
の
民
俗
知
識
と
社

会
統
合
に
関
す
る
一
試
論
﹂
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
六
一
︑
一
九
九
五
︑

二
一
五

二
七
二
頁
︒

⑦

安
室
は
水
田
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
︑
溜
池
や
用
水
路
を
含
め
た
﹁
水
田
用
水

系
﹂
で
行
わ
れ
る
漁
撈
活
動
を
︑
広
義
に
﹁
水
田
漁
撈
﹂
と
呼
称
し
て
い
る
︵
前

掲
⑤
︶
︒
本
稿
も
安
室
の
定
義
に
従
い
︑
こ
れ
ら
﹁
水
田
用
水
系
﹂
で
行
わ
れ
る

魚
漁
と
鳥
猟
を
総
括
し
て
︑
﹁
水
田
漁
猟
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
︒

⑧

前
掲
⑤
安
室
︵
二
〇
〇
五
︶
三
頁
︒

⑨

歴
史
学
に
よ
る
﹁
水
田
漁
撈
﹂
の
専
論
と
し
て
は
︑
歴
史
地
理
学
者
で
あ
る
伊

藤
寿
和
に
よ
る
﹁
大
和
国
に
お
け
る
内
水
面
漁
業
と
淡
水
魚
食
の
実
態
に
関
す
る

基
礎
的
研
究
﹂
史
艸
五
七
︑
二
〇
一
六
︑
一
七

三
六
頁
が
あ
る
の
み
で
あ
る
︒

文
献
史
学
の
立
場
か
ら
は
︑
近
年
︑
武
井
弘
一
が
そ
の
著
書
の
中
で
︑
近
世
に
お

け
る
溜
池
・
水
田
で
の
漁
撈
や
鳥
猟
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
︵
同
﹃
江
戸
日
本
の

転
換
点

水
田
の
激
増
は
何
を
も
た
ら
し
た
か
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
一
五
︑
七

二

九
八
頁
︶
︒
た
だ
し
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
史
料
は
︑
こ
の
淡
水
魚
が
溜

池
・
水
田
で
漁
獲
さ
れ
た
こ
と
自
体
ま
で
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
︑
そ

の
実
態
解
明
は
ま
だ
途
上
と
い
え
る
︒
な
お
︑
水
田
で
の
水
鳥
猟
を
め
ぐ
る
文
献

史
学
の
動
向
と
し
て
は
︑
水
田
で
の
複
合
生
業
の
重
要
性
へ
の
言
及
は
あ
る
も
の

の
︵
原
田
信
男
﹃
中
世
の
村
の
か
た
ち
と
暮
ら
し
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
八
︑

六
三

六
四
頁
︶
︑
多
く
の
研
究
で
は
鷹
場
保
護
の
一
環
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
の

み
で
︑
農
民
に
よ
る
鳥
猟
自
体
を
論
点
と
し
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
︒
歴
史
地
理

学
に
お
い
て
は
拙
稿
に
て
︑
近
世
琵
琶
湖
岸
の
湿
田
で
の
水
鳥
猟
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
︵
佐
野
静
代
﹁
﹃
里
湖
﹄
の
生
態
系
と
近
世
都
市
の
水
産
物
消
費
﹂
前
掲

①
佐
野
︵
二
〇
一
七
︶
に
所
収
︑
初
出
は
二
〇
一
六
︶
︒

⑩

前
掲
⑤
安
室
︵
二
〇
〇
五
︶
四
四
頁
︒

⑪

例
え
ば
︑
第
三
章
で
分
析
す
る
淀
川
沿
岸
村
落
で
の
﹁
水
田
漁
猟
﹂
史
料
を
収

録
す
る
﹃
史
料

京
都
の
歴
史
﹄
で
は
︑
該
当
史
料
の
見
出
し
文
と
し
て
︑
﹁
向
島

村
が
水
損
に
悩
み
︑
助
成
と
し
て
の
漁
業
を
申
請
す
る
﹂
﹁
洪
水
で
下
三
栖
村
が

困
窮
し
︑
鳥
の
狩
猟
を
願
い
出
る
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︵
京
都
市
編
﹃
史
料

京
都

の
歴
史
第
一
六
巻
伏
見
区
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
一
︑
四
六
八
頁
お
よ
び
四
九
五
頁
︶
︒

⑫

前
掲
⑤
安
室
︵
二
〇
〇
五
︶
三
九

四
〇
頁
︒
な
お
安
室
は
同
著
に
お
い
て

﹁
漁
撈
﹂
と
﹁
漁
業
﹂
の
語
を
明
確
に
区
別
し
て
お
り
︑
﹁
市
場
経
済
と
結
び
つ

い
た
概
念
﹂
で
あ
る
漁
業
で
は
な
く
︑
﹁
経
済
性
の
有
無
を
問
わ
れ
な
い
﹂
漁
撈
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の
語
を
用
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︵
五
六
頁
︶
︒

⑬

﹃
大
日
本
租
税
志
﹄
中
篇
第
二
﹁
雑
税
総
録
﹂
に
︑
雑
税
種
目
と
し
て
近
江
国

に
﹁
溜
池
魚
漁
運
上
﹂
が
み
え
る
︵
野
中
準
等
編
﹃
大
日
本
租
税
志
﹄
金
沢
税
務

調
査
会
︑
一
九
〇
八
︑
六
一
二
頁
︶
︒

⑭

菅
も
︑
江
戸
の
近
郊
農
村
で
捕
獲
さ
れ
る
水
鳥
が
︑
都
市
の
消
費
需
要
と
直
結
し

た
流
通
シ
ス
テ
ム
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
︒
菅
豊
﹁
都
市
と
ム
ラ
の

水
鳥
﹂
塚
本
学
編
﹃
朝
日
百
科
・
日
本
の
歴
史
別
冊
・
歴
史
を
読
み
直
す
一
八

ひ
と

と
動
物
の
近
世

つ
き
あ
い
と
観
察
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
五
︑
三
五

五
一
頁
︒

二

近
世
に
お
け
る
溜
池
漁
撈
と
そ
の
変
化

�

村
落
に
よ
る
共
同
漁
の
起
源

こ
の
章
で
は
︑
日
本
の
水
田
用
水
系
で
行
わ
れ
た
魚
漁
と
鳥
猟
の
う
ち
︑
ま
ず
は
魚
漁
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
︒
稲
作
の
た
め
に
造
ら
れ
た

人
工
的
水
界
で
あ
る
水
田
・
溜
池
・
用
水
路
で
み
ら
れ
た
漁
撈
活
動
の
な
か
で
︑
最
も
古
く
か
ら
文
献
史
料
に
よ
っ
て
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る

の
は
︑
溜
池
で
の
漁
で
あ
る
︒
本
章
は
︑
溜
池
漁
撈
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
︒

溜
池
で
の
漁
に
つ
い
て
記
す
最
も
古
い
文
献
は
︑
﹃
類
聚
三
代
格
﹄
で
あ
る
︒
﹁
禁
断
畿
内
七
道
諸
国
漁
竭
池
水
事
﹂
と
し
て
︑
灌
漑
用
に
築

か
れ
た
池
で
民
が
池
水
を
干
し
て
漁
を
行
い
︑
水
が
絶
え
て
田
が
荒
廃
す
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る①
︒
溜
池
で
の
漁
撈
が
中
世
に
も

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
三
一
の
讃
岐
国
満
濃
池
で
の
漁
の
例
が
み
ら
れ
る②
︒
あ
る
い
は
一
六
世
紀
の
大
和
国

興
福
寺
一
条
院
坊
官
の
日
記
﹃
二
条
宴
乗
記
﹄
を
分
析
し
た
伊
藤
寿
和
は
︑
﹁
金
池
を
落
︒
魚
取
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
溜
池
の
水
を
落
と
し
て

漁
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る③
︒
し
か
し
こ
れ
ら
中
世
で
の
溜
池
漁
撈
に
関
し
て
は
︑
そ
の
詳
細
を
記
し
た
史
料
は
管
見
の
限
り
見

当
た
ら
ず
︑
村
落
の
共
同
漁
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

し
か
し
近
世
に
入
る
と
︑
村
落
を
主
体
と
す
る
溜
池
で
の
共
同
漁
の
様
相
を
直
接
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
最
も
明
瞭
な
姿
は
︑
一

八
〇
一
年
刊
の
﹃
河
内
名
所
図
会
﹄
巻
六④
中
の
一
枚
で
あ
る
︵
第
�
図
︶
︒
﹁
雑
魚
取
﹂
と
題
さ
れ
た
本
図
で
は
︑
詞
書
き
に
﹁
春
色
に
乗
じ
︑

暖
気
魚
浮
み
た
る
頃
︑
苗
代
営
ま
ん
と
て
小
池
・
井
池
を
さ
ら
ゆ
れ
ば
︑
い
ろ
い
ろ
の
鱗
逃
げ
ま
は
る
︒
里
の
童
︑
こ
れ
を
と
ら
ん
と
て
︑
さ
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第�図 『河内名所図会』巻六「雑魚取｣

で
・
い
か
き
な
ど
持
ち
出
で
た
る
も
︑
長
閑
な
る
春
の
興
と
見
え
け

る
﹂
と
の
説
明
が
あ
る
︒
図
の
右
方
に
は
水
車
・
樋
門
と
︑
そ
れ
に
続

く
水
田
が
描
か
れ
て
お
り
︑
池
床
で
の
漁
の
光
景
と
な
っ
て
い
る
︒
大

人
だ
け
で
な
く
子
供
や
幼
児
に
至
る
ま
で
小
魚
・
鯰
・
鰻
な
ど
を
取
っ

て
お
り
︑
そ
の
笑
顔
か
ら
楽
し
み
な
行
事
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
︒

池
の
名
前
の
表
記
は
な
い
も
の
の
︑
前
後
の
記
載
の
順
序
か
ら
河
内
国

北
部
地
域
の
も
の
と
み
ら
れ
る⑤
︒
枚
方
市
や
寝
屋
川
市
の
民
俗
調
査
に

よ
れ
ば
︑
多
く
の
溜
池
で
﹁
じ
ゃ
こ
と
り
﹂
﹁
じ
ゃ
っ
か
い
﹂
と
呼
ば

れ
た
同
様
の
共
同
漁
が
昭
和
三
十
年
代
ま
で
続
い
て
お
り⑥
︑
こ
の
よ
う

な
村
共
同
の
溜
池
漁
撈
の
起
源
が
︑
当
地
域
で
は
近
世
ま
で
確
実
に
た

ど
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
溜
池
で
の
共
同
漁
に
つ
い
て
︑
﹃
河
内
名
所
図
会
﹄
よ
り
も
さ

ら
に
遡
っ
て
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
答

え
る
村
方
文
書
が
︑
や
は
り
河
内
国
北
部
に
存
在
す
る
︒
枚
方
丘
陵
の

西
麓
に
設
け
ら
れ
た
讃
良
郡
高
宮
村
の
五
藤
池
︵
五
当
池
︶
の
事
例
で

あ
る
︒
寛
文
二
年
︵
一
六
六
二
︶
︑
五
藤
池
を
め
ぐ
っ
て
高
宮
村
と
隣
村

の
羽
田
︵
秦
︶
村
と
の
間
で
相
論
が
起
こ
っ
て
お
り
︑
そ
の
中
に
魚
取

り
に
関
わ
る
項
が
見
ら
れ
る⑦
︒
以
下
は
羽
田
︵
秦
︶
村
よ
り
領
主
に
出

さ
れ
た
手
形
の
一
部
で
あ
る
︒
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︻
史
料
�
︼

︵
前
略
︶
今
度
高
宮
村
よ
り
目
安
差
上
ケ
︑
秦
村
新
宮
池
用
水
之
余
り
を
︑
高
宮
村
五
当
池
へ
先
年
よ
り
取
来
候
所
ニ
︑
わ
き
へ
水
を
落
シ
五
当
池
へ
少

も
下
シ
不
申
候
て
︑
迷
惑
之
由
書
上
ケ
申
ニ
付
︑
返
答
書
仕
互
ニ
絵
図
指
上
申
上
候
︵
中
略
︶
︑
五
当
池
渇
水
之
時
分
魚
取
申
候
儀
ハ
︑
壱
岐
守
様
へ
あ
ら

魚
被
召
上
候
跡
之
魚
︑
高
宮
村
・
羽
田
村
立
合
取
可
申
候
︑
是
ハ
新
宮
池
ニ
余
り
之
水
を
流
し
申
候
ニ
付
︑
秦
村
へ
も
被
下
候
旨
忝
奉
存
候
事

右
被
仰
付
候
趣
承
知
仕
候
︑
村
中
小
百
姓
迄
不
残
為
申
聞
少
も
違
背
仕
ま
し
く
候
︵
後
略
︶

︵
傍
線
は
筆
者
)

文
中
の
壱
岐
守
と
は
高
宮
村
を
領
し
て
い
た
大
坂
西
町
奉
行
彦
坂
重
治
で
あ
り
︑
領
主
へ
大
型
魚
類
を
献
上
し
た
後
に
︑
高
宮
・
羽
田
両
村

に
よ
る
立
合
漁
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
同
年
の
別
の
書
状
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
池
床
で
の
両
村
立
合
漁
の
開
始
は
さ
ら
に

古
く
︑
﹁
去
る
弐
拾
八
年
以
前
ニ
曽
我
丹
波
守
様
︵
当
時
の
大
坂
西
町
奉
行
曽
我
古
祐
：
筆
者
注
︶
御
代
ニ
此
池
之
魚
取
申
儀
ニ
付
相
論
仕
候
﹂
︑
そ

こ
で
両
村
の
代
官
見
分
の
上
で
﹁
池
床
ハ
立
合
ニ
相
究
り
︑
魚
ハ
丹
波
守
様
へ
御
取
被
成
候
︑
あ
ら
魚
大
坂
へ
被
召
上
候
跡
ハ
︑
高
宮
村
・
羽

田
村
立
合
取
申
候⑧
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
一
六
三
五
年
に
は
す
で
に
両
村
の
立
合
漁
は
始
ま
っ
て
お
り
︑
そ
れ
以
前
に
は
お
そ
ら
く
高

宮
村
が
単
独
で
溜
池
漁
撈
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
よ
っ
て
︑
溜
池
で
の
村
落
を
主
体
と
す
る
共
同
漁
は
︑
河
内
国
北
部
で

は
近
世
初
頭
に
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

近
世
初
期
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
村
落
に
よ
る
溜
池
漁
撈
は
︑
同
じ
河
内
国
で
は
羽
曳
野
丘
陵
の
谷
口
に
位
置
す
る
狭
山
池
で
の
元
禄
六
年

︵
一
六
九
三
︶
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る⑨
︒
ま
た
近
世
大
和
国
の
溜
池
漁
撈
に
つ
い
て
分
析
し
た
伊
藤
も
︑
稲
刈
り
後
の
溜
池
で
村
人
に
よ
る
魚

獲
り
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
︵
こ
の
日
を
魚
取
日
と
い
い
︑
溜
池
上
流
の
隣
村
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
︶
︑
こ
の
魚
取
日
に
関
わ
る
史
料
は
近
世
初

頭
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る⑩
︒
こ
の
よ
う
に
村
落
を
主
体
と
す
る
渇
水
期
の
溜
池
で
の
漁
撈
は
︑
近
世
初
頭
の
畿
内
の
村
落
で
は
広
く
見

ら
れ
た
光
景
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
こ
れ
以
上
の
史
料
的
な
裏
付
け
は
困
難
な
も
の
の
︑
お
そ
ら
く
そ
れ
は
中
世
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き

た
形
態
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
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�

共
同
漁
か
ら
入
札
制
へ
の
移
行
時
期

以
上
の
よ
う
な
村
民
を
主
体
と
す
る
溜
池
で
の
共
同
漁
に
つ
い
て
︑
安
室
は
前
章
で
の
指
摘
の
よ
う
に
︑
大
規
模
な
溜
池
で
は
後
に
入
札
制

へ
の
移
行
が
み
ら
れ
た
と
し
て
い
る⑪
︒
た
し
か
に
︑
前
節
︻
史
料
�
︼
の
讃
良
郡
高
宮
村
の
五
藤
池
で
も
︑
近
代
で
は
入
札
に
よ
る
魚
取
り
が

行
わ
れ
て
い
る⑫
︒
こ
の
村
人
総
出
の
共
同
漁
か
ら
︑
入
札
に
よ
る
行
使
者
の
限
定
へ
と
い
う
変
化
に
つ
い
て
は
︑
近
代
の
商
品
経
済
の
浸
透
に

伴
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が⑬
︑
し
か
し
な
が
ら
畿
内
の
村
落
で
は
︑
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
す
で
に
近
世
に
広
く
起
こ
っ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
の
で
あ
る
︒

河
内
国
北
部
の
長
尾
丘
陵
西
麓
に
位
置
す
る
交
野
郡
田
口
村
に
は
︑
開
析
谷
を
堰
き
止
め
て
作
ら
れ
た
山
田
池
が
あ
り
︑
片
鉾
村
・
甲
斐
田

村
と
の
共
有
溜
池
と
な
っ
て
い
た
︒
山
田
池
で
は
︑
明
治
期
に
は
入
札
で
﹁
溜
池
漁
魚
ノ
請
負
﹂
を
決
め
て
い
た
が⑭
︑
こ
の
入
札
制
が
近
世
後

期
に
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
詳
細
に
記
し
た
史
料
が
存
在
す
る
︒
天
保
一
二
年
︵
一
八
四
一
︶
︑
田
口
・
片
鉾
両
村
か
ら
領
主
久
貝
氏
に
出
さ
れ
た

以
下
の
口
上
書
で
あ
る⑮
︒

︻
史
料
�
︼

︵
前
略
︶

一

此
度
村
々
用
水
溜
池
魚
請
負
有
無
︑
幷

料
物
銀
高
等
御
取
調
之
儀
︑
御
渡
触
ヲ
以
被
仰
聞
奉
畏
候
︑
右
ニ
付
︑
乍
恐
書
付
を
以
左
之
通
奉
申
上
候

一

私
共
両
村
外
甲
斐
田
村
与

組
合
︑
田
口
村
東
手
字
山
田
池
与

唱
候
用
水
溜
池
壱
ケ
所

右
池
魚
之
儀
者
︑
古
往
こ
池
明
キ
之
節
︑
三
ケ
村
百
姓
共
一
同
罷
出
︑
銘
々
自
取
ニ
仕
来
リ
候
処
︑
近
来
池
普
請
度
々
仕
︑
多
分
ニ
入
用
銀
相
嵩

ニ
付
︑
成
込
銀
為
手
当
与

︑
請
負
料
壱
ケ
年
ニ
付
銀
五
百
匁
与

相
定
候
得
共

︑
魚
取
之
節
魚
多
少
之
模
様
ニ
寄
︑
銀
高
減
し
遣
候
儀
も
御
座
候
ニ
付
︑

此
断
御
断
奉
申
上
候
︵
後
略
︶
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第
二
項
目
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
山
田
池
で
は
往
古
よ
り
﹁
池
明
キ
之
節
﹂
︵
池
の
口
開
け
か
︶
に
は
三
ケ
村
の
百
姓
が
総
出
で
漁
撈
を

行
っ
て
き
た
が
︑
近
年
は
度
重
な
る
池
普
請
の
入
用
銀
を
捻
出
す
る
た
め
に
︑
一
年
に
つ
き
銀
五
百
匁
で
の
﹁
請
負
﹂
の
制
を
と
り
は
じ
め
た

と
い
う
の
で
あ
る
︒
村
人
総
出
の
共
同
漁
か
ら
特
定
の
請
負
人
へ
と
い
う
変
化
が
︑
当
村
で
は
天
保
期
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
変
化
は
当
村
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
︑
河
内
国
北
部
に
広
く
み
ら
れ
た
動
き
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
上
記

︻
史
料
�
︼
の
第
一
項
目
に
︑
﹁
此
度
村
々
用
水
溜
池
魚
請
負
有
無
︑
幷

料
物
銀
高
等
御
取
調
之
儀
︑
御
渡
触
ヲ
以
被
仰
聞
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

こ
の
時
期
に
領
主
側
か
ら
村
々
へ
﹁
溜
池
魚
請
負
有
無
﹂
が
一
斉
に
調
査
さ
れ
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
︒
田
口
村
・
片
鉾
村
を
領
し
た
久
貝
氏

は
︑
交
野
・
讃
良
両
郡
に
五
千
石
余
を
知
行
し
た
有
力
旗
本
で
あ
り⑯
︑
そ
の
支
配
す
る
村
々
の
す
べ
て
に
こ
の
よ
う
な
照
会
が
な
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
両
郡
一
帯
で
は
︑
む
し
ろ
天
保
段
階
に
は
﹁
溜
池
魚
請
負
﹂
が
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

同
じ
天
保
期
に
︑
河
内
国
南
部
を
代
表
す
る
溜
池
で
あ
る
狭
山
池
の
周
辺
で
も
︑
同
様
の
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
き
た
い
︒
狭

山
池
に
お
い
て
も
﹁
右
池
魚
取
之
儀
︑
往
古
こ
諸
方
入
込
ニ
而
取
来
候
﹂
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
︑
天
保
二
年
︵
一
八
三
一
︶
よ
り
八
年
の

間
そ
れ
を
差
し
止
め⑰
︑
翌
三
年
か
ら
は
一
年
ご
と
に
銀
子
と
引
き
替
え
に
︑
﹁
請
負
之
者
﹂
に
魚
取
り
を
認
め
る
と
し
て
い
る⑱
︒
狭
山
池
の
水

を
引
く
村
々
か
ら
は
︑
同
二
年
こ
の
﹁
雑
魚
売
払
代
銀
﹂
に
て
こ
れ
ま
で
の
池
の
改
修
借
用
銀
の
返
済
に
充
て
た
い
旨
も
願
い
出
さ
れ
て
お
り⑲
︑

交
野
郡
の
山
田
池
の
事
例
と
ほ
ぼ
同
じ
動
き
を
見
せ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
河
内
国
で
は
︑
溜
池
で
の
共
同
漁
が
入
札
請
負
へ
と
変
化
し
た
時
期
は
天
保
期
頃
と
判
断
さ
れ
る
︒
他
の
地
域
で
は
︑
こ
の
よ

う
に
入
札
制
へ
の
移
行
時
期
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
文
書
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
︑
し
か
し
こ
れ
以
降
︑
溜
池
漁
撈
の

入
札
請
負
が
畿
内
の
村
々
に
広
く
普
及
し
て
い
た
様
相
は
︑
多
く
の
文
書
か
ら
確
認
で
き
る
︒
例
え
ば
︑
河
内
国
讃
良
郡
逢
坂
村
の
龍
王
池
︑

大
和
国
葛
下
郡
市
場
村
の
名
倉
池
等
に
お
い
て
は
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
の
魚
取
請
負
が
見
ら
れ
る⑳
︒
十
九
世
紀
半
ば
の
畿
内
村
落
で
は
︑

溜
池
漁
撈
の
入
札
制
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

こ
こ
で
考
慮
す
べ
き
は
︑
い
ず
れ
の
溜
池
で
も
︑
入
札
請
負
金
を
溜
池
の
改
修
費
用
に
充
て
る
と
の
言
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
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天
保
期
頃
に
溜
池
の
改
修
費
用
が
大
き
く
嵩
む
よ
う
に
な
っ
た
要
因
と
は
︑
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
筆
者
は
︑
そ
れ
は
近
世

後
期
に
顕
著
と
な
っ
て
い
た
溜
池
修
築
工
事
の
高
度
化
と
︑
そ
れ
に
伴
う
専
門
的
技
術
集
団
の
雇
用
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
︒
こ
れ
ま
で
取
り

上
げ
て
き
た
溜
池
に
は
丘
陵
の
開
析
谷
を
堰
き
止
め
た
も
の
が
多
か
っ
た
が
︑
そ
れ
ら
の
溜
池
で
は
︑
背
後
の
山
地
荒
廃
に
よ
る
土
砂
流
入
が

問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒

淀
川
・
大
和
川
流
域
で
は
す
で
に
近
世
初
頭
か
ら
山
地
荒
廃
が
進
行
し
て
お
り
︑
十
七
世
紀
後
半
に
は
諸
大
名
に
よ
る
土
砂
留
工
事
が
開
始

さ
れ
た
が
︑
そ
の
効
果
は
限
定
的
で
あ
り
︑
以
後
も
土
砂
の
流
出
が
続
い
て
い
た㉑
︒
河
内
国
も
ま
た
は
げ
山
が
多
く
︑
土
砂
留
工
事
が
長
く
続

け
ら
れ
た
地
域
で
あ
っ
た㉒
︒
山
田
池
・
狭
山
池
を
は
じ
め
と
す
る
河
内
の
溜
池
で
も
︑
十
八
世
紀
末
頃
か
ら
は
土
砂
流
入
に
よ
る
埋
積
が
問
題

と
な
っ
て
お
り
︑
池
内
の
浚
渫
と
貯
水
量
引
き
上
げ
の
た
め
の
堤
防
の
強
化
や
嵩
上
げ
な
ど
︑
高
度
な
工
事
が
求
め
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た㉓
︒

こ
の
よ
う
な
改
修
技
術
は
農
民
の
手
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
く
︑
自
普
請
の
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
﹁
黒
鍬
﹂
と
呼
ば
れ
る
尾
張
国
知
多
郡
の
技

術
者
集
団
が
雇
わ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る㉔
︒
﹁
黒
鍬
﹂
と
は
そ
の
用
い
た
大
鍬
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
称
で
︑
特
に
刃
金
入
と
呼
ば
れ
る

粘
土
に
よ
る
築
堤
や
堤
防
強
化
の
技
術
︵
﹁
腹
付
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶
を
持
っ
て
︑
河
内
・
摂
津
・
大
和
の
溜
池
修
築
や
河
川
築
堤
に
重
用
さ
れ
た

こ
と
で
知
ら
れ
る㉕
︒
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
狭
山
池
の
改
修
工
事
も
︑
こ
の
﹁
黒
鍬
﹂
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る㉖
︒

彼
ら
の
雇
用
費
が
溜
池
修
築
費
の
多
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り㉗
︑
こ
の
よ
う
に
膨
れ
あ
が
っ
た
溜
池
の
修
築
経
費
を
ま
か
な

う
た
め
に
︑
池
魚
の
入
札
請
負
制
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

管
見
の
限
り
で
は
︑
畿
内
の
村
落
で
溜
池
魚
の
入
札
に
つ
い
て
記
す
最
も
早
い
例
は
︑
摂
津
国
の
味
舌
下
村
に
残
る
寛
政
元
年
︵
一
七
八
九
︶

の
芝
村
藩
倹
約
令
で
あ
る㉘
︒
大
和
国
式
上
郡
に
陣
屋
を
置
く
芝
村
藩
が
︑
飛
地
で
あ
る
千
里
丘
陵
東
麓
の
村
々
へ
申
し
渡
し
た
倹
約
令
の
一
項

に
︑
﹁
村
々
池
魚
取
無
用
︑
及
干
水
候
ハ
ヽ
︑
入
札
払
ニ
取
計
︑
村
方
小
入
用
ニ
可
相
加
ヘ
事
﹂
と
み
え
る
︒
村
の
入
用
対
策
と
し
て
︑
領
主

側
か
ら
入
札
と
い
う
方
法
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
目
を
引
く
︒
千
里
丘
陵
も
大
和
国
式
上
郡
も
溜
池
の
多
い
地
域
で
あ
り
︑
そ
の
な
か
に

は
︑
や
は
り
﹁
黒
鍬
﹂
に
よ
る
工
事
が
確
認
さ
れ
る
溜
池
も
存
在
す
る㉙
︒
先
述
の
交
野
郡
に
お
け
る
久
貝
氏
の
﹁
溜
池
魚
請
負
有
無
︑
幷

料
物
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銀
高
等
﹂
調
査
と
も
合
わ
せ
て
︑
十
八
世
紀
後
半
頃
よ
り
領
主
側
が
溜
池
魚
の
入
札
に
つ
い
て
意
識
し
て
い
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
溜
池
改
修

の
大
規
模
化
・
費
用
増
大
と
い
う
村
々
の
動
向
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る㉚
︒

�

溜
池
魚
の
取
引
と
流
通

前
節
で
上
げ
た
近
世
の
村
方
文
書
で
は
︑
溜
池
漁
撈
の
入
札
請
負
の
こ
と
を
︑
﹁
池
魚
売
払
﹂
﹁
入
札
売
渡
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
売

払
﹂
に
よ
っ
て
請
負
銀
を
得
よ
う
と
す
る
発
想
は
︑
溜
池
魚
が
現
金
化
で
き
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
商
品
と
し
て
売
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
つ
ま
り
︑
溜
池
漁
撈
が
村
の
共
同
漁
か
ら
入
札
制
へ
と
変
化
し
た
背
景
に
は
︑
溜
池
修
築
費
の
増
大
以
外
の
要
因

と
し
て
︑
池
魚
が
自
家
消
費
を
越
え
て
商
品
流
通
す
る
段
階
に
入
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
近
世
後
期
に

お
け
る
溜
池
魚
の
商
品
化
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
︒

十
八
世
紀
の
京
・
大
坂
で
は
︑
﹁
生
洲
﹂
と
呼
ば
れ
る
川
魚
料
理
屋
が
盛
行
し
て
い
た
こ
と
は
︑
当
時
の
紀
行
文
や
名
所
図
会
か
ら
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
生
け
簀
を
備
え
︑
そ
の
場
で
魚
を
さ
ば
い
て
食
べ
さ
せ
る
も
の
で
︑
生
け
簀
に
蓄
養
す
る
大
量
の
活
魚
が
必
要
と
さ
れ

た㉛
︒
﹃
守
貞
謾
稿
﹄
に
よ
れ
ば
︑
﹁
生
洲
﹂
の
店
頭
に
は
必
ず
﹁
万
川
魚
﹂
の
掛
行
灯
が
み
ら
れ
︑
そ
こ
で
供
さ
れ
た
の
は
﹁
鯉
・
鮒
・
鰻
﹂
で

あ
っ
た
と
い
う㉜
︒
近
世
大
坂
の
淡
水
魚
流
通
に
つ
い
て
考
察
し
た
中
川
す
が
ね
は
︑
特
に
十
八
世
紀
半
ば
に
鰻
の
蒲
焼
き
が
普
及
し
た
こ
と
が

大
き
な
画
期
と
な
り
︑
こ
れ
以
降
新
鮮
な
川
魚
を
手
頃
な
価
格
で
提
供
す
る
川
魚
料
理
屋
が
多
く
現
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る㉝
︒
こ
の
よ
う

な
京
・
大
坂
で
の
川
魚
料
理
屋
の
盛
行
は
︑
淡
水
魚
の
需
要
増
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︒

こ
れ
ら
京
坂
で
消
費
さ
れ
た
淡
水
魚
の
う
ち
に
︑
確
実
に
水
田
・
溜
池
で
捕
獲
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
直
接
記
し
た
史
料
を
見
出
す

こ
と
は
難
し
い
︒
し
か
し
︑
限
り
な
く
そ
の
可
能
性
が
高
い
魚
類
の
取
引
記
録
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
史
料
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
安
政
期
の
大
坂

川
魚
問
屋
文
書
中
の
も
の
で
︑
摂
津
国
川
辺
郡
の
丘
陵
上
の
溜
池
か
ら
と
推
定
さ
れ
る
﹁
川
魚
﹂
荷
に
関
す
る
も
の
で
あ
る㉞
︒

川
辺
郡
鴻
池
村
・
小
浜
村
の
清
治
郎
ら
は
︑
大
坂
川
魚
問
屋
鮒
屋
亀
三
郎
か
ら
前
も
っ
て
仕
入
銀
の
貸
付
を
受
け
て
お
り
︑
よ
っ
て
そ
の
出
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荷
す
る
﹁
川
魚
類
﹂
は
大
坂
川
魚
市
場
へ
持
出
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
安
政
六
年
︵
一
八
五
九
︶
の
秋
︑
こ
の

﹁
川
魚
類
﹂
を
西
成
郡
辻
堂
村
の
川
口
屋
治
郎
兵
衛
・
嶋
上
郡
西
面
村
の
勇
蔵
ら
が
買
い
取
り
︑
城
州
の
漁
師
と
共
謀
し
て
そ
の
﹁
手
漁
の

魚
﹂
と
偽
り
︑
京
都
等
へ
売
り
捌
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
事
件
に
注
目
し
た
中
川
す
が
ね
は
︑
﹁
荷
主
の
い
た
鴻
池
村
・
小
浜
村
は

大
き
な
川
か
ら
は
離
れ
て
い
る
が
︑
段
丘
上
に
位
置
し
灌
漑
用
の
溜
池
や
環
濠
が
あ
っ
た
﹂
こ
と
︑
さ
ら
に
近
代
の
鴻
池
村
で
は
農
事
暦
に
従

っ
て
溜
池
の
水
を
落
と
し
︑
コ
イ
・
フ
ナ
な
ど
を
獲
っ
て
村
の
収
入
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
事
件
の
﹁
川
魚
﹂
も
池
干
期
に
溜
池
で
漁

獲
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る㉟
︒
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
鴻
池
村
荷
主
の
﹁
川
魚
﹂
の
内
訳
を
示
す
仕
切
計
算
書
も
残
さ
れ
て
お
り㊱
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
漁
獲
物
の
種
類
は
﹁
鯉
・
鮒
・
鰻
・
鼈
﹂

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
魚
種
は
︑
先
述
の
﹁
生
洲
﹂
の
品
目
名
と
も
合
致
し
て
い
る
︒
な
か
で
も
総
重
量
三
三
三
貫
八
〇
〇
匁
の
う
ち
︑
そ
の
七

六
％
に
当
た
る
二
五
三
貫
五
〇
〇
匁
を
コ
イ
が
占
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
︒
ま
た
一
七
貫
九
〇
〇
匁
で
総
重
量
の
�
％
に
す
ぎ
な
い
ウ

ナ
ギ
が
︑
コ
イ
の
一
・
六
倍
の
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒
す
で
に
指
摘
の
あ
る
通
り
︑
十
八
世
紀
半
ば
の
鰻
の
蒲
焼
き

の
普
及
以
降
︑
京
・
大
坂
の
ウ
ナ
ギ
消
費
は
膨
大
な
量
に
上
っ
て
お
り
︑
近
畿
周
辺
だ
け
で
は
そ
の
需
要
を
満
た
せ
ず
︑
幕
末
に
は
九
州
や
遠

江
ま
で
を
集
荷
圏
と
す
る
全
国
的
な
流
通
網
が
成
立
し
て
い
た㊲
︒
こ
の
よ
う
な
ウ
ナ
ギ
の
品
薄
は
︑
ウ
ナ
ギ
の
価
格
上
昇
を
も
た
ら
し
て
い
た

の
で
あ
る
︒

溜
池
魚
の
入
札
制
が
始
ま
っ
た
の
は
︑
先
述
の
よ
う
に
河
内
で
は
十
九
世
紀
初
め
ご
ろ
で
あ
り
︑
さ
ら
に
摂
津
芝
村
藩
領
で
は
十
八
世
紀
末

頃
に
遡
る
可
能
性
も
み
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
京
・
大
坂
で
の
川
魚
料
理
屋
の
普
及
︑
特
に
ウ
ナ
ギ
の
需
要
増
の
時
代
と
も
合
致
し
て
い
る
︒
よ

っ
て
入
札
制
の
導
入
と
い
う
溜
池
漁
の
変
化
の
背
景
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
都
市
で
の
淡
水
魚
需
要
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
中
川
が
指

摘
す
る
よ
う
に
︑
先
述
の
鴻
池
村
か
ら
の
﹁
川
魚
﹂
を
買
い
取
っ
た
西
成
郡
辻
堂
村
の
川
口
屋
治
郎
兵
衛
・
嶋
上
郡
西
面
村
の
勇
蔵
ら
は
︑
近

郊
農
村
に
住
む
大
阪
川
魚
市
場
の
仲
買
人
で
あ
り㊳
︑
こ
の
よ
う
な
農
村
部
か
ら
の
﹁
川
魚
﹂
集
荷
ル
ー
ト
も
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

十
九
世
紀
に
は
溜
池
と
い
う
新
た
な
漁
場
に
も
商
品
市
場
の
手
が
及
ん
だ
こ
と
に
な
り
︑
溜
池
で
の
自
給
的
だ
っ
た
﹁
漁
撈
﹂
は
︑
都
市
と
つ
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な
が
る
﹁
漁
業
﹂
へ
と
変
容
を
遂
げ
て
い
た
と
い
え
る
︒

�

近
世
の
溜
池
養
魚
の
実
態

近
世
後
期
の
京
・
大
坂
に
お
け
る
淡
水
魚
需
要
に
応
え
る
方
策
と
し
て
︑
河
川
や
湖
沼
で
の
漁
法
の
改
良
が
あ
げ
ら
れ
る
が㊴
︑
そ
れ
と
と
も

に
考
え
う
る
の
は
︑
溜
池
か
ら
の
大
量
供
給
を
可
能
と
す
る
よ
り
積
極
的
な
方
法
︑
す
な
わ
ち
養
魚
の
開
始
で
あ
る
︒
中
川
は
︑
前
掲
の
鴻
池

村
荷
主
の
﹁
川
魚
﹂
内
訳
に
み
え
る
コ
イ
の
七
六
％
と
い
う
漁
獲
割
合
の
高
さ
か
ら
︑
こ
の
溜
池
で
コ
イ
の
養
殖
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
可

能
性
を
示
唆
し
て
い
る㊵
︒
こ
の
よ
う
に
近
世
後
期
の
摂
津
・
河
内
で
の
溜
池
漁
が
︑
コ
イ
の
自
然
繁
殖
に
と
ど
ま
ら
ず
幼
魚
放
流
ま
で
を
含
む

技
術
段
階
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
以
下
に
検
討
し
て
み
た
い
︒

元
禄
一
〇
年
︵
一
六
九
四
︶
刊
の
﹃
農
業
全
書
﹄
で
は
︑
﹁
水
畜
﹂
と
し
て
鯉
の
飼
育
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
が㊶
︑
日
本
に
お
け
る
養
鯉
は
︑
元

和
年
間
に
越
後
結
新
田
で
始
ま
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
り
︑
ま
た
天
明
年
間
に
は
会
津
地
方
や
信
濃
の
佐
久
郡
︑
あ
る
い
は
大
和
の
郡
山
で
﹁
水

田
養
鯉
﹂
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る㊷
︒

大
阪
で
の
近
世
段
階
の
養
鯉
に
つ
い
て
触
れ
た
研
究
は
み
ら
れ
な
い
が
︑
明
治
三
六
年
刊
行
の
﹃
大
阪
府
誌
﹄
に
は
︑
大
阪
で
の
溜
池
養
魚

が
明
治
以
前
に
遡
る
と
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る㊸
︒
特
に
コ
イ
に
つ
い
て
は
︑
﹁
舊
時
は
自
然
繁
殖
に
任
せ
農
家
の
随
意
に
捕
獲
し
て
自
用
に
供

す
る
に
過
ぎ
ざ
り
し
が
︑
今
を
去
る
凡
百
年
前
︑
天
明
の
頃
河
内
高
安
の
稲
田
弥
三
郎
の
祖
先
大
和
郡
山
よ
り
鯉
苗
を
購
入
し
︑
池
沼
に
放
養

せ
し
も
の
あ
る
よ
り
爾
後
漸
鯉
魚
の
養
育
を
な
す
も
の
あ
る
に
至
り
明
治
二
八
九
年
の
頃
に
至
り
て
最
盛
と
な
れ
り
﹂
と
す
る㊹
︒

こ
の
天
明
頃
の
大
和
郡
山
か
ら
の
伝
播
に
つ
い
て
は
︑
典
拠
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
検
証
は
不
可
能
で
あ
る
が
︑
し
か
し
河
内
国
に

は
こ
れ
と
は
別
に
︑
近
世
の
溜
池
で
の
養
鯉
の
存
在
を
確
か
に
示
す
史
料
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
︑
天
保
期
の
狭
山
池
で
の
事
例
で
あ
る
︒

狭
山
池
で
の
漁
撈
に
つ
い
て
触
れ
た
文
書
の
う
ち
︑
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶
の
﹁
雑
喉
請
負
者
江

申
渡
に
つ
き
覚
﹂
に
は
︑
注
目
す
べ
き

記
述
が
あ
る㊺
︒

82 (546)



︻
史
料
!
︼

覚

一

狭
山
池
此
度
魚
生
込
幷

雑
候マ

マ

者

当
辰
年
一
ヶ
年
請
負
之
者
江

申
渡
候
︑
定
書
左
之
通

一

何
貫
目
ニ
請
負
候
︑
銀
子
四
月
五
日
ま
て
半
通
請
取
︑
半
銀
者

生
魚
・
雑
喉
取
ニ
懸
り
候
前
日
ニ
不
残
受
取
︑
魚
為
取
可
申
︑
銀
子
不
足
ニ
而
魚
搦

取
不
申
候
事

一

生
魚
・
雑
喉
共
年
々
水
抜
︑
繕
普
請
才﹅

い
た
し
︑
十
二
月
樋
留
い
た
し
候
故
︑
十
月
晦
日
限
よ
り
一
日
も
延
引
難
相
成
候
間
︑
十
月
晦
日
ま
て
ニ
取

切
可
申
候
事
︵
中
略
︶

一

自
然
照
続
ニ
而

番
水
出
切
︑
残
水
売
水
ニ
相
成
︑
底
と
ろ
水
自
往
古
魚
取
と
し
て
︑
先
年
よ
り
下
六
ヶ
村
江
中
樋
・
西
樋
と
も
抜
立
候
年
柄
ニ
も
当
候

ハ
者

︑
前
日
ニ
相
知
ら
セ
候
間
︑
雑
喉
者

其
節
可
然
取
斗
︑
生
魚
之
儀
小
池
江

生
込
可
申
候
︑
小
池
丈
者

右
為
手
当
︑
㝡
初
こ
水
其
儘
ニ
差
置
遣
可
申
事

一

右
之
通
生
魚
小
池
江

生
直
シ
候
年
柄
ニ
当
候
ハ
者
︑
跡
掛
ケ
銀
丈
ケ
用
捨
之
事

一

万
々
一
請
負
月
之
内
自
然
差
懸
り
候
普
請
事
出
来
︑
生
込
候
魚
取
ニ
差
支
候
事
才﹅

出
来
候
ハ
者

︑
其
節
請
負
人
難
渋
ニ
不
相
成
様
取
斗
可
遣
事
︵
後

略
︶

︵
傍
線
は
筆
者
)

全
文
を
通
し
て
︑
狭
山
池
で
の
漁
獲
対
象
と
な
る
魚
が
︑
﹁
魚
生い

け

込こ
み

︵
ま
た
は
生い

け

魚
︶
﹂
と
﹁
雑
喉
﹂
と
に
二
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で

あ
ろ
う
︒
﹁
雑
喉
﹂
は
そ
の
名
の
通
り
と
し
て
︑
﹁
魚
生
込
・
生
魚
﹂
と
は
何
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

そ
の
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
第
四
項
・
第
五
項
の
夏
の
渇
水
時
の
対
応
で
あ
る
︒
十
月
を
待
た
ず
に
池
水
を
す
べ
て
放
出
す
る
事
態
に
陥
っ

た
と
き
に
は
︑
そ
の
措
置
と
し
て
﹁
生
魚
之
儀
小
池
江

生
込
可
申
候
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
表
現
に
よ
り
︑
﹁
生
込
﹂
と
は
別
の
池
な
ど
に
魚
を
移

す
・
放
つ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒
現
代
の
水
産
業
界
で
も
︑
養
殖
用
の
生
け
簀
な
ど
に
幼
魚
を
入
れ
る
作
業
を
﹁
活
け
込
み
﹂
と

呼
ん
で
お
り
︑
近
世
に
も
こ
れ
と
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
た
が
っ
て
天
保
期
の
狭
山
池
で
は
︑
自
然
繁

殖
す
る
﹁
雑
喉
﹂
に
加
え
て
︑
溜
池
へ
﹁
生
込
候
魚
﹂
︑
す
な
わ
ち
放
流
し
て
飼
育
し
た
コ
イ
の
漁
獲
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
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天
保
期
の
河
内
国
の
溜
池
漁
撈
は
︑
や
は
り
養
魚
が
行
わ
れ
る
段
階
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

重
要
な
点
と
し
て
︑
上
の
︻
史
料
!
︼
は
前
述
の
�
節
で
も
触
れ
た
史
料
で
あ
り
︑
そ
の
第
一
項
目
に
み
る
ご
と
く
︑
溜
池
漁
撈
へ
の
入
札
請

負
制
の
導
入
を
示
す
証
左
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒
�
節
に
お
い
て
︑
河
内
国
で
は
天
保
期
頃
に
村
の
共
同
漁
か
ら
入
札
制
へ
の
転
換

が
み
ら
れ
た
こ
と
を
検
証
し
た
が
︑
そ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
溜
池
で
の
養
魚
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
入
札
制
の
も
と
で
は
︑
溜
池

漁
の
請
負
者
は
落
札
金
を
上
回
る
利
益
を
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
コ
イ
稚
魚
の
放
流
は
漁
獲
の
集
約
性
を
上
げ
︑
収
益
率
を
高
め

る
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
︒
そ
こ
で
こ
の
天
保
期
の
入
札
制
導
入
に
伴
っ
て
︑
養
魚
と
い
う
手
法
が
広
く
普
及
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
︒

た
だ
し
︑
そ
の
請
負
を
成
り
立
た
せ
る
に
は
︑
多
額
の
資
金
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
︒
時
代
の
下
る
史
料
で
あ
る
が
︑
狭
山

池
の
明
治
四
五
年
の
養
魚
組
合
収
支
記
録
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
年
の
総
収
入
一
六
九
円
の
う
ち
︑
春
の
入
札
金
に
六
〇
円
︑
鯉
稚
魚
購
入
に
六
二

円
余
が
費
や
さ
れ
て
い
る㊻
︒
こ
の
多
額
の
元
手
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
︑
前
節
の
鴻
池
村
の
清
治
郎
ら
に
︑
大
坂
川
魚
問
屋
か
ら
仕
入
銀

が
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
大
規
模
な
漁
具
や
漁
船
を
要
し
な
い
溜
池
で
の
漁
に
対
し
︑
仕
入
銀
が
前
貸
し
さ
れ
て
い
た
理
由
は

こ
こ
に
あ
ろ
う
︒
そ
れ
と
と
も
に
見
え
て
く
る
の
は
︑
川
魚
問
屋
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
商
業
的
な
養
魚
経
営
の
姿
で
あ
る
︒
入
札
制
お
よ
び

養
魚
の
開
始
と
は
︑
や
は
り
溜
池
で
の
魚
漁
が
市
場
経
済
と
結
び
つ
い
た
段
階
を
示
す
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

な
お
︑
こ
の
よ
う
な
溜
池
で
の
養
魚
の
開
始
と
い
う
動
き
は
︑
こ
の
時
期
︑
京
・
大
坂
に
限
ら
ず
︑
各
地
の
都
市
近
郊
農
村
で
も
み
ら
れ
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
も
付
言
し
て
お
き
た
い
︒
奢
侈
禁
制
の
一
環
と
し
て
天
保
一
三
年
に
出
さ
れ
た
﹁
野
菜
も
の
之
儀
ニ
付
御
触
書
﹂
で
は
︑

近
年
﹁
料
理
茶
屋
等
ニ
而
は
︑
競
合
買
求
︑
高
直
之
品
調
理
い
た
し
候
段
不
埒
之
事
ニ
候
﹂
と
し
て
︑
初
物
野
菜
の
促
成
栽
培
と
並
ん
で
︑
魚

鳥
の
﹁
人
力
を
費
し
多
分
之
失
脚
を
懸
︑
飼
込
仕
立
置
︑
世
上
江
高
値
ニ
売
出
候
儀
﹂
が
禁
止
さ
れ
て
い
る㊼
︒
﹁
飼
込
﹂
と
は
現
在
の
水
産
用

語
で
も
飼
育
魚
を
太
ら
せ
る
行
為
を
意
味
し
て
お
り
︑
都
市
消
費
の
た
め
の
養
魚
が
︑
当
時
の
近
郊
農
村
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
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①

﹃
類
聚
三
代
格
﹄
第
一
六
﹁
山
野
藪
澤
江
河
池
沼
事
﹂
︑
延
暦
一
九
年
二
月
三

日
太
政
官
符
︒

②

﹃
今
昔
物
語
集
﹄巻
三
一﹁
讃
岐
の
国
の
満
農
の
池
頽
し
た
る
国
司
の
語
﹂第
二
二
︒

③

第
一
章
⑨
伊
藤
論
文
︒
た
だ
し
伊
藤
は
︑
池
床
で
の
漁
で
は
な
く
︑
﹁
溜
池
の

用
水
と
共
に
流
れ
下
る
魚
を
捕
獲
﹂
し
た
と
想
定
し
て
い
る
︒

④

以
下
︑
本
稿
で
用
い
る
近
世
の
名
所
図
会
類
に
つ
い
て
は
︑
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
︒

⑤

山
野
正
彦
は
こ
れ
を
枚
方
市
の
も
の
と
推
定
し
て
い
る
︒
山
野
正
彦
﹁
大
阪
平

野
東
部
の
水
田
漁
業
文
化
景
観

モ
ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の
稲
作
文
化
と
の
関
連
に

お
い
て
﹂
︵
大
阪
市
立
大
学
地
理
学
教
室
編
﹃
ア
ジ
ア
と
大
阪
﹄
古
今
書
院
︑
一

九
九
六
︶
二
九
七

三
一
九
頁
︒

⑥

寺
嶋
宗
一
郎
編
﹃
枚
方
市
史
﹄
枚
方
市
役
所
︑
一
九
五
一
︑
五
八
四
頁
︒
寝
屋

川
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
寝
屋
川
市
史

第
八
巻
﹄
寝
屋
川
市
︑
一
九
九
一
︑
二

〇
二

二
〇
四
頁
︒

⑦

平
田
繁
家
文
書
﹁
指
上
申
手
形
之
事
﹂
寛
文
二
年
六
月
一
一
日
︵
寝
屋
川
市
史

編
纂
委
員
会
編
﹃
寝
屋
川
市
史

第
四
巻
﹄
寝
屋
川
市
︑
二
〇
〇
〇
︑
三
九
八

三
九
九
頁
に
所
載
︶
︒

⑧

平
田
繁
家
文
書
﹁
乍
恐
言
上
﹂
寛
文
二
年
七
月
︵
寝
屋
川
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
寝

屋
川
市
史

第
四
巻
﹄
寝
屋
川
市
︑
二
〇
〇
〇
︑
三
九
九

四
〇
〇
頁
に
所
載
︶
︒

⑨

中
林
家
蔵
﹁
累
年
村
方
日
記
幷
狭
山
池
由
緒
覚
﹂
元
禄
六
年
七
月
二
一
日
︵
狭

山
池
調
査
事
務
所
編
﹃
狭
山
池

史
料
編
﹄
狭
山
池
調
査
事
務
所
︑
一
九
九
六
︑

三
六
八
頁
に
所
載
︶
︒

⑩

第
一
章
⑨
伊
藤
論
文
︒
た
だ
し
論
文
中
に
は
そ
の
具
体
的
な
史
料
名
・
典
拠
等

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
︒

⑪

第
一
章
⑤
安
室
︵
二
〇
〇
五
︶
三
九

四
〇
頁
︒

⑫

寝
屋
川
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
寝
屋
川
市
史

第
八
巻
﹄
寝
屋
川
市
︑
一
九
九

一
︑
三
〇
四
頁
︒

⑬

第
一
章
⑤
安
室
︵
二
〇
〇
五
︶
三
九

四
〇
頁
︒

⑭

議
案
第
三
四
号
﹁
山
田
村
溜
池
漁
業
請
負
規
程
﹂
明
治
三
八
年
一
二
月
︵
枚
方

市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
枚
方
市
史

第
十
巻
﹄
枚
方
市
︑
一
九
七
六
︑
二
六
〇

二
六
二
頁
に
所
載
︶
︒

⑮

奥
野
周
一
家
文
書
﹁
諸
願
旧
記

田
口
村
﹂
︵
魚
鳥
・
茸
・
筍
請
負
届
︶
天
保

一
二
年
九
月
︵
枚
方
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
枚
方
市
史

第
七
巻
﹄
枚
方
市
︑
一

九
七
〇
︑
三
七
三

三
七
五
頁
に
所
載
︶
︒

⑯

高
柳
光
寿
他
編
﹃
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜

第
一
六
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑

一
九
六
五
︑
一
七
四

一
七
七
頁
︒

⑰

田
中
家
蔵
﹁
雑
喉
取
に
つ
き
乍
恐
口
上
﹂
天
保
二
年
三
月
九
日
︵
狭
山
池
調
査

事
務
所
編
﹃
狭
山
池

史
料
編
﹄
狭
山
池
調
査
事
務
所
︑
一
九
九
六
︑
二
五
七

二
五
八
頁
に
所
載
︶
︒

⑱

田
中
家
蔵
﹁
雑
喉
請
負
者
江
申
渡
に
つ
き
覚
﹂
天
保
三
年
三
月
︵
狭
山
池
調
査

事
務
所
編
﹃
狭
山
池

史
料
編
﹄
狭
山
池
調
査
事
務
所
︑
一
九
九
六
︑
二
五
八

二
五
九
頁
に
所
載
︶
︒

⑲

田
中
家
蔵
﹁
百
姓
借
用
銀
返
金
に
つ
き
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
﹂
天
保
二
年
二

月
︵
狭
山
池
調
査
事
務
所
編
﹃
狭
山
池

史
料
編
﹄
狭
山
池
調
査
事
務
所
︑
一
九

九
六
︑
一
一
一

一
一
三
頁
に
所
載
︶
︒

⑳

﹁
諸
出
入
留
帳

上
郷
村
﹂
︵
池
魚
取
り
︑
村
々
示
談
︶
安
政
二
年
五
月
二
一

日
︵
四
条
畷
市
教
育
委
員
会
編
﹃
四
条
畷
市
史

第
三
巻
﹄
四
条
畷
市
役
所
︑
一

九
八
三
︑
一
四
二
頁
に
所
載
︶
︒
池
田
水
利
組
合
文
書
﹁
雑
魚
代
折
半
取
替
状
﹂

安
政
二
年
十
月
︵
大
和
高
田
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
改
訂
大
和
高
田
市
史

史
料

編
﹄
大
和
高
田
市
役
所
︑
一
九
八
二
︑
七
一
八
頁
に
所
載
︶
︒

㉑

水
本
邦
彦
﹁
土
砂
留
役
人
と
農
民
﹂
︵
同
著
﹃
近
世
の
村
社
会
と
国
家
﹄
東
京

大
学
出
版
会
︑
一
九
八
七
︶
二
二
一

二
七
一
頁
︵
初
出
は
一
九
八
一
年
︶
︒

㉒

千
葉
徳
爾
﹃
増
補
改
訂

は
げ
山
の
研
究
﹄
そ
し
え
て
︑
一
九
九
一
︑
八
五

九
六
頁
︒

近世における「水田漁猟」の展開と河川流域の環境変化（佐野）
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㉓

交
野
郡
の
山
田
池
に
お
け
る
近
世
後
期
の
土
砂
流
入
に
伴
う
堤
防
嵩
上
げ
・
石

樋
へ
の
伏
せ
替
え
な
ど
の
改
修
工
事
に
つ
い
て
は
︑
上
掲
の
﹃
枚
方
市
史
﹄
第
七

巻
・
第
八
巻
の
近
世
史
料
編
に
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
近
世
の
狭
山
池

の
改
修
の
技
術
的
内
容
に
つ
い
て
は
︑
市
川
秀
之
﹁
近
世
狭
山
池
の
改
修
を
め
ぐ

る
商
人
と
職
人
﹂
︵
狭
山
池
調
査
事
務
所
編
﹃
狭
山
池

論
考
編
﹄
狭
山
池
調
査

事
務
所
︑
一
九
九
九
︶
九
七

一
二
四
頁
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
︒

㉔

市
川
秀
之
﹁
オ
ワ
リ
衆
の
伝
承
を
追
っ
て

近
世
の
池
溝
築
造
技
術
者
集
団
﹂

近
畿
民
俗
一
二
五
︑
一
九
九
一
︑
一

一
六
頁
︒

㉕

前
掲
㉔
︒
曄
道
萌
野
﹁
﹃
久
米
田
池
水
利
関
係
史
料
﹄
よ
り
久
米
田
池
普
請
に

お
け
る
黒
鍬
者
に
つ
い
て
﹂
橘
史
学
一
八
︑
二
〇
〇
三
︑
七
九

九
四
頁
︒

㉖

前
掲
㉓
市
川
論
文
︒
川
内
眷
三
﹁
大
山
古
墳
墳
丘
部
崩
形
に
み
る
尾
張
衆
黒
鍬

者
の
関
わ
り
か
ら
の
検
討
﹂
四
天
王
寺
大
学
紀
要
五
四
︑
二
〇
一
二
︑
一

二
二
頁
︒

㉗

高
橋
伸
拓
﹁
近
世
後
期
摂
津
国
に
お
け
る
溜
池
の
造
成
﹂
茨
木
市
立
文
化
財
資

料
館
館
報
一
︑
二
〇
一
六
︑
一
二

一
六
頁
︒

㉘

関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
文
書
﹁
御
領
分
村
々
江
申
渡
覚
︵
芝
村
藩
倹
約
令
︶
﹂

寛
政
元
年
一
二
月
︵
有
坂
隆
道
・
服
部
敬
編
﹃
摂
津
市
史

史
料
編
二
近
世
編

Ⅱ
﹄
摂
津
市
役
所
︑
一
九
八
二
︑
二
九
九

三
〇
五
頁
に
所
載
︶
︒

㉙

前
掲
㉗
︒

㉚

関
係
諸
藩
が
こ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ
た
背
景
に
は
︑
享
保
期
以
降
の
当
地
で

認
め
ら
れ
る
治
水
を
梃
子
と
し
た
幕
府
の
広
域
支
配
と
各
藩
の
財
政
負
担
の
問
題

︵
島
本
多
敬
﹁
享
保
期
の
上
方
に
お
け
る
幕
府
広
域
支
配
と
大
名
預
所

狭
山
藩

の
狭
山
池
預
所
を
事
例
に
﹂
史
林
一
〇
〇
巻
二
号
︑
二
〇
一
七
︑
三
六

七
〇

頁
︶
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
紙
幅
の
関
係
で
本
稿
で
は
詳
し
く
論
じ

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
今
後
さ
ら
に
追
究
す
べ
き
課
題
で
あ
る
︒

㉛

﹁
生
洲
﹂
に
備
え
ら
れ
た
生
け
簀
の
様
相
に
つ
い
て
は
︑
安
永
九
年
︵
一
七
八

〇
︶
刊
の
﹃
都
名
所
図
会
﹄
巻
之
一
に
詳
細
な
描
写
が
あ
る
︒

㉜

喜
多
川
守
貞
著
・
宇
佐
美
英
機
校
注
﹃
近
世
風
俗
志
︵
守
貞
謾
稿
︶
一
﹄
岩
波

書
店
︑
一
九
九
六
︑
二
一
〇
頁
︒

㉝

中
川
す
が
ね
﹁
川
魚
の
消
費
と
流
通

大
阪
川
魚
問
屋
文
書
を
中
心
に
﹂
甲
子

園
大
学
紀
要
三
九
︑
二
〇
一
二
︑
一
〇
五

一
一
九
頁
︒

㉞

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
所
蔵
大
和
銀
文
庫
・
大
阪
川
魚
問
屋
文
書
﹁
仲
間
諸

用
留
﹂
安
政
五
年
三
月
～
万
延
元
年
三
月
︑
こ
の
う
ち
特
に
﹁
乍
恐
口
上
﹂
安
政

六
年
一
一
月
三
日
な
ど
︒

㉟

前
掲
㉝
︒

㊱

前
掲
㉞
︑
﹁
︵
証
拠
物
仕
切
覚
︶
﹂
安
政
六
年
一
一
月
一
三
日
︒

㊲

八
木
滋
﹁
近
世
大
坂
の
川
魚
市
場
﹂
︵
塚
田
孝
編
﹃
身
分
的
周
縁
の
比
較
史
﹄

清
文
堂
出
版
︑
二
〇
一
〇
︶
六
一

一
〇
六
頁
︑
お
よ
び
前
掲
㉝
︒

㊳

前
掲
㉝
︒

㊴

近
世
後
期
の
京
の
﹁
生
洲
﹂
で
の
フ
ナ
・
コ
イ
需
要
と
︑
琵
琶
湖
エ
リ
漁
の
技

術
発
展
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
分
析
し
て
い
る
︒
第
一
章
⑨
佐
野
論
文
︒

㊵

前
掲
㉝
︒

㊶

土
屋
喬
雄
校
訂
﹃
農
業
全
書
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
三
六
︑
三
二
七

三
三
一
頁
︒

㊷

増
井
好
男
﹁
鯉
魚
繁
殖
法
・
解
題
﹂
︵
松
村
敏
・
渡
辺
孝
・
増
井
好
男
﹃
明
治

農
書
全
集
九

養
蚕
新
論
・
蚕
飼
の
鑑
・
秋
蚕
・
蚕
種
製
造
法
・
蜜
蜂
・
鯉
魚
繁

殖
法
﹄
農
文
協
︑
一
九
八
三
︶
四
五
三

四
六
三
頁
︒

㊸

以
下
︑
﹃
大
阪
府
誌
﹄
で
の
記
述
に
つ
い
て
は
︑
大
阪
府
編
﹃
大
阪
府
誌

第

三
編
﹄
大
阪
府
︑
一
九
〇
三
︑
一
〇
五
九

一
二
〇
一
頁
に
よ
る
︒

㊹

﹃
大
阪
府
誌
﹄
で
は
︑
溜
池
と
水
田
の
双
方
を
利
用
し
た
養
鯉
法
の
詳
細
に
つ

い
て
も
記
し
て
お
り
︑
孵
化
の
技
術
を
持
つ
﹁
魚
苗
生
産
者
﹂
と
︑
そ
れ
を
買
い

取
っ
て
自
ら
の
水
田
で
放
し
飼
い
す
る
﹁
農
家
﹂
︑
さ
ら
に
中
間
育
成
さ
れ
た
一

年
魚
を
購
入
し
︑
村
の
溜
池
に
放
っ
て
成
魚
と
す
る
﹁
食
用
的
養
成
者
﹂
の
三
者

の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
養
鯉
の
構
図
は
︑
安
室
が
報
告
し
て
い

る
各
地
の
﹁
水
田
養
鯉
﹂
の
基
本
的
方
法
と
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
︒
明
治
の
河
内
・

摂
津
に
も
水
田
養
魚
と
組
み
合
わ
さ
れ
た
溜
池
養
魚
の
存
在
が
確
認
で
き
る
点
で
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貴
重
な
史
料
と
い
え
よ
う
︒

㊺

前
掲
⑱
︒

㊻

深
野
康
久
﹁
狭
山
池
の
漁
撈
と
養
魚
﹂
︵
狭
山
池
調
査
事
務
所
編
﹃
狭
山
池

論
考
編
﹄
狭
山
池
調
査
事
務
所
︑
一
九
九
九
︶
三
三
七

三
五
〇
頁
︒

㊼

天
保
一
三
年
四
月
一
一
日
﹁
野
菜
も
の
之
儀
ニ
付
御
触
書
﹂
二
八
六
三
︵
石
井

良
助
編
﹃
徳
川
禁
令
考

前
集
第
五
﹄
創
文
社
︑
一
九
五
九
︶
︒

三

水
田
の
環
境
変
化
と
近
世
後
期
の
魚
漁
・
鳥
猟

�

溜
池
・
水
田
と
水
鳥
猟

溜
池
を
利
用
し
た
農
民
の
生
業
は
︑
漁
撈
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
溜
池
は
マ
ガ
モ
・
ガ
ン
な
ど
冬
期
の
渡
り
鳥
の
休
息
場
所
・

ね
ぐ
ら
と
な
っ
て
お
り
︑
付
近
の
水
田
は
そ
の
採
餌
場
所
と
し
て
︑
水
鳥
猟
の
行
わ
れ
る
重
要
な
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
本
章
で
は
水
田
の

多
面
的
機
能
の
も
う
一
つ
の
形
と
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
溜
池
と
水
田
で
行
わ
れ
た
水
鳥
猟
を
取
り
上
げ
︑
そ
の
複
合
生
業
と
し
て
の
歴
史
的
展

開
過
程
を
解
明
す
る
と
と
も
に
︑
近
世
の
水
田
の
環
境
変
化
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た
い
︒

水
田
で
行
わ
れ
た
水
鳥
猟
の
歴
史
は
古
く
︑
例
え
ば
室
町
期
の
﹃
一
遍
聖
絵
﹄
巻
九
で
も
︑
淀
の
上
野
の
里
で
稲
刈
り
後
の
水
田
に
降
り
立

っ
た
鴨
の
群
れ
を
狙
い
︑
馬
の
陰
か
ら
矢
を
射
よ
う
と
す
る
男
の
場
面
が
見
ら
れ
る①
︒
こ
の
よ
う
に
水
田
が
中
心
的
な
猟
場
と
さ
れ
て
き
た
一

方
で
︑
溜
池
も
ま
た
水
鳥
の
休
息
場
所
と
し
て
欠
か
せ
な
い
空
間
で
あ
り
︑
そ
の
周
囲
で
捕
鳥
が
行
わ
れ
た
様
子
は
︑
中
世
で
も
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
︒
﹃
徒
然
草
﹄
に
は
山
城
国
嵯
峨
の
溜
池
で
あ
る
広
沢
池
で
︑
そ
の
傍
の
遍
昭
寺
の
承
仕
法
師
が
﹁
大
雁
﹂
な
ど
の
池
鳥
を
日
頃

飼
い
慣
ら
し
︑
堂
の
中
ま
で
餌
を
ま
い
て
お
び
き
寄
せ
︑
閉
じ
込
め
て
捕
殺
し
て
い
た
話
が
み
え
る②
︒
殺
生
を
犯
し
た
こ
の
法
師
は
禁
獄
さ
れ

て
い
る
も
の
の
︑
溜
池
の
周
囲
で
水
鳥
の
捕
獲
が
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
逸
話
と
い
え
よ
う
︒

近
世
で
も
︑
溜
池
で
の
鳥
猟
に
つ
い
て
記
す
史
料
は
多
く
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
前
章
�
節
の
︻
史
料
�
︼
で
と
り
あ
げ
た
河
内
国
交
野
郡

の
山
田
池
で
は
︑
魚
漁
の
み
な
ら
ず
水
鳥
猟
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る③
︒
そ
の
周
囲
の
水
田
も
共
に
猟
場
と
し
て
囲
い
込
ま
れ

て
お
り④
︑
そ
こ
で
は
溜
池
と
付
近
の
水
田
が
一
体
と
な
っ
た
猟
の
様
相
が
想
像
さ
れ
る
︒
そ
の
近
世
段
階
で
の
猟
法
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
で

近世における「水田漁猟」の展開と河川流域の環境変化（佐野）
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き
な
い
が
︑
近
代
で
は
池
の
周
囲
の
一
四
ヶ
所
に
網
場
を
作
り
︑
無
双
網
︵
猟
法
に
つ
い
て
は
後
述
︶
を
仕
掛
け
て
い
た
と
い
う⑤
︒

ま
た
山
田
池
で
は
︑
溜
池
と
い
う
同
一
の
空
間
に
︑
異
な
る
生
業
間
の
重
層
的
利
用
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
た
い
︒
明
治
三

〇
年
代
の
山
田
池
の
請
負
規
程
に
は
︑
﹁
毎
年
三
月
十
五
日
ヨ
リ
拾
月
拾
五
日
迄
ニ
於
テ
養
漁
ヲ
ナ
シ
︑
又
ハ
捕
漁
魚
ノ
期
間
ト
ス⑥
﹂
︑
そ
し
て

﹁
毎
年
十
月
十
五
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
十
五
日
迄
ヲ
以
テ
捕
鳥
期
間
ト
ス⑦
﹂
と
あ
り
︑
魚
漁
と
鳥
猟
︑
そ
し
て
農
業
は
相
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

く
︑
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
効
率
的
な
年
間
生
業
暦
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
の
山
田
池
で
の
魚
漁
と
鳥
猟
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
入
札
制
が
導
入
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
う
ち
魚
漁
請
負
の
開
始
に
つ
い
て
は
︻
史
料
�
︼
に

よ
り
天
保
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
一
方
︑
鳥
猟
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
に
か
な
り
先
立
つ
時
期
か
ら
請
負
で
あ
っ
た
こ
と
に
注

目
し
た
い
︒
︻
史
料
�
︼
に
は
続
き
の
項
が
あ
り⑧
︑

一

同
池
鳥
之
儀
者

︑
池
普
請
銀
為
手
当
与

︑
古
往
よ
り
請
負
ニ
仕
来
り
︑
然
ル
処
年
限
ニ
相
成
︑
尚
又
当
丑
年
よ
り
来
ル
子
年
二
月
迄
丸
十
一
ヶ
年
之
間
︑

請
負
料
銀
高
拾
貫
匁
先
納
掛
ケ
切
ニ
為
致
候
︵
後
略
︶

つ
ま
り
︑
水
鳥
猟
に
つ
い
て
は
天
保
一
二
年
段
階
で
﹁
古
往
よ
り
請
負
ニ
仕
来
り
﹂
と
し
て
︑
こ
れ
を
さ
か
の
ぼ
る
時
代
か
ら
請
負
制
を
取
っ

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
溜
池
魚
に
比
べ
て
水
鳥
の
方
が
早
く
か
ら
商
品
化
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

請
負
銀
に
つ
い
て
も
︑
池
魚
漁
が
﹁
壱
ヶ
年
ニ
付
銀
五
百
匁
﹂
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
鳥
猟
は
﹁
十
一
ヶ
年
之
間
︑
請
負
料
銀
高
拾
貫
﹂
す

な
わ
ち
一
年
当
た
り
に
換
算
す
る
と
銀
九
百
匁
余
と
い
う
高
額
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
商
品
価
値
の
高
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒

こ
の
水
鳥
の
商
品
流
通
が
︑
川
魚
の
流
通
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
年
刊
行
の
﹃
雍
州
府
志
﹄

巻
六
﹁
土
産
門

諸
魚
部

魚
店
﹂
に
︑
京
の
﹁
生
洲
町
﹂
に
て
魚
と
鳥
が
あ
わ
せ
て
売
ら
れ
て
い
た
と
の
記
述
が
あ
る⑨
︒
こ
の
﹁
生
洲
町
﹂

と
は
︑
前
章
で
述
べ
た
京
都
の
﹁
生
洲
﹂
の
発
祥
の
地
で
あ
り
︑
﹁
生
洲
﹂
が
鳥
料
理
も
売
り
物
と
し
て
い
た
こ
と
は
︑
安
永
九
年
︵
一
七
八
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〇
︶
年
刊
行
の
﹃
都
名
所
図
会
﹄
巻
之
一
に
も
︑
﹁
生
洲
と
い
ふ
は
高
瀬
川
筋
三
条
の
北
に
あ
り
︒
川
辺
に
楼
を
し
つ
ら
ひ
︑
も
ろ
も
ろ
の
魚

鳥
を
料
理
て
客
を
も
て
な
し
酒
肴
を
商
ふ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒
安
永
四
年
︵
一
七
七
五
︶
段
階
で
︑
京
都
の
三
店
魚
問
屋
・

魚
仲
買
仲
間
が
真
鴨
を
取
り
扱
っ
て
い
た
こ
と
も
判
明
し
て
お
り⑩
︑
水
鳥
が
﹁
水
産
物
﹂
と
し
て
扱
わ
れ
る
中
世
以
来
の
流
通
形
態
は⑪
︑
近
世

に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

大
坂
で
も
京
橋
・
江
戸
堀
の
大
阪
川
魚
問
屋
が
淡
水
魚
と
と
も
に
﹁
諸
鳥
類
﹂
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り⑫
︑
や
は
り
京

と
同
様
の
流
通
形
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

�

摂
津
国
北
東
部
の
鴨
猟

以
上
の
よ
う
に
近
世
の
京
・
大
坂
で
消
費
さ
れ
た
水
鳥
の
産
地
に
つ
い
て
︑
享
保
一
五
年
︵
一
七
三
〇
︶
刊
の
﹃
料
理
綱
目
調
味
抄
﹄
巻
四

で
は
︑
鴨
は
﹁
京
辺
の
地
鳥
︑
大
坂
の
所
満
と
り
よ
し
︑
近
江
鳥
こ
れ
に
次
ぐ
﹂
と
す
る⑬
︒
ま
た
寛
政
一
一
年
︵
一
七
九
九
︶
の
﹃
日
本
山
海

名
産
図
会
﹄
巻
二
で
は
︑
﹁
鳧
ハ
摂
州
大
坂
近
辺
に
捕
る
も
の
甚
美
味
な
り
︑
北
中
島
を
上
品
と
す
︑
河
内
其
次
な
り
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の

よ
う
に
鴨
の
名
産
地
と
さ
れ
た
大
坂
近
辺
の
う
ち
︑
特
に
摂
津
国
北
東
部
の
村
々
に
は
︑
溜
池
と
水
田
で
行
わ
れ
た
鴨
猟
に
つ
い
て
記
す
近
世

史
料
が
残
存
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
本
節
で
は
︑
こ
の
摂
津
の
水
鳥
猟
を
対
象
と
し
て
︑
近
世
の
農
民
に
よ
る
猟
法
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
︒

摂
津
国
北
東
部
の
千
里
丘
陵
に
は
多
数
の
溜
池
が
分
布
し
て
い
た
が
︵
第
�
図
︶
︑
そ
の
開
析
谷
の
谷
口
に
設
け
ら
れ
た
谷
池
は
﹁
大
池
﹂
︑

ま
た
そ
の
大
池
か
ら
引
水
す
る
平
野
部
の
皿
池
は
﹁
小
池
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た⑭
︒
こ
れ
ら
双
方
の
溜
池
に
お
い
て
︑
鴨
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
史
料
が
存
在
す
る
︒
天
明
六
年
︵
一
七
八
六
︶
の
芝
村
藩
﹁
領
分
定
免
下
組
帳
﹂
で
は
︑
千
里
丘
陵
の
東
麓
に
位
置
す
る
嶋
下
郡
庄

屋
村
と
味
舌
下
村
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
銀
六
匁
三
分
と
銀
二
六
匁
四
分
一
厘
の
﹁
鴨
運
上
﹂
が
見
え
て
い
る⑮
︒
こ
れ
ら
は
平
野
部
の
﹁
小
池
﹂
を
領

し
て
い
た
村
々
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
周
辺
で
の
猟
の
存
在
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
そ
の
隣
村
で
谷
池
を
擁
す
る
味
舌
上
村
に

も
︑
天
明
一
四
年
に
は
同
じ
く
鴨
運
上
﹂
が
み
え
る
こ
と
か
ら
︑﹁
大
池
﹂
で
も
鴨
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る⑯
︒
こ
れ
ら
芝
村
藩
領
の
村
々
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第�図 千里丘陵の溜池および淀川沿岸の鳥飼七ケ村（明治18年測量仮製図)

に
は
︑
寛
政
元
年
︵
一
七
八
九
︶
の
倹
約
令
に
お
い
て
溜

池
魚
の
入
札
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
前
章
�
節

で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る⑰
︒
よ
っ
て
こ
れ
ら
摂
津
の

村
々
で
も
︑
溜
池
に
お
い
て
魚
漁
と
鳥
猟
と
の
重
層
的

利
用
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

千
里
丘
陵
で
は
他
村
で
も
︑
﹁
大
池
﹂
に
お
け
る
鴨

猟
に
つ
い
て
記
し
た
史
料
が
見
ら
れ
る
︒
味
舌
上
村
の

西
に
接
す
る
吉
志
部
郷
三
ヶ
村
立
会
の
﹁
釈
迦
ヶ
池
﹂

と
︑
そ
の
北
方
に
位
置
す
る
三
宅
村
の
﹁
八
丁
池
﹂
で

は
︑
弘
化
三
年
ま
で
に
は
そ
れ
ぞ
れ
鳥
猟
の
﹁
組
合
﹂

が
作
ら
れ
て
お
り
︑
﹁
御
運
上
之
場
所
﹂
と
な
っ
て
い

た⑱
︒
こ
の
釈
迦
ヶ
池
と
八
丁
池
は
︑
千
里
丘
陵
の
溜
池

群
の
な
か
で
も
規
模
が
大
き
く
︑
昭
和
期
に
至
る
ま
で

鴨
猟
と
魚
漁
が
共
に
続
け
ら
れ
て
い
た
池
で
も
あ
っ
た⑲
︒

近
代
段
階
の
鴨
の
猟
法
は
︑
釈
迦
ヶ
池
が
無
双
網
︑
八

丁
池
が
鴨
網
で
あ
っ
た
が⑳
︑
こ
れ
ら
の
猟
法
は
以
下
の

根
拠
に
よ
り
︑
近
世
に
遡
る
技
術
で
あ
っ
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
︒

鴨
網
と
は
霞
網
の
こ
と
で
あ
り
︑
寛
政
一
一
年
︵
一
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第!図 『日本山海名産図会』巻二「津国無雙返鳧羅｣

七
九
九
︶
の
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻
二
に
﹁
摂
州
霞
網
﹂
の
図
が

あ
る
よ
う
に
︑
摂
津
国
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
猟
で
あ
っ
た
︒
別
名

を
テ
ン
ノ
ア
ミ
と
も
い
い
︑
摂
津
の
﹁
天
網
島
﹂
の
地
名
は
こ
の
網
の

設
け
ら
れ
た
こ
と
に
因
む
と
い
う㉑
︒
ま
た
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
巻

二
に
は
︑
摂
津
国
で
の
無
双
網
に
つ
い
て
も
詳
細
な
説
明
が
あ
る
︒

﹁
津
国
無
双
返
鳧
網
﹂
と
題
す
る
図
に
み
る
よ
う
に
︵
第
!
図
︶
︑
手
綱

が
結
ば
れ
た
網
と
竹
竿
を
地
面
に
倒
し
︑
上
か
ら
砂
を
か
け
て
隠
し
て

お
く
︒
そ
の
手
前
に
米
や
稗
な
ど
を
播
い
て
待
ち
︑
鴨
や
雁
の
群
れ
が

来
た
と
こ
ろ
で
手
綱
を
引
く
と
︑
鳥
の
上
に
網
が
覆
い
か
ぶ
さ
る
仕
掛

け
に
な
っ
て
い
る
︒

筆
者
が
注
目
し
た
い
の
は
︑
﹃
日
本
山
海
名
産
図
会
﹄
の
以
下
の
記

述
で
あ
る
︒
﹁
無
双
が
へ
し
と
い
ふ
あ
り
︑
是
摂
州
嶋
下
郡
鳥
飼
に
て

鳧
を
捕
る
法
な
り
︑
昔
は
お
ふ
て
ん
と
高
縄
を
用
ひ
た
れ
と
も
︑
近
年

尾
州
の
猟
師
に
習
ひ
て
か
へ
し
網
を
用
ゆ
︑
是
便
利
の
術
な
り
﹂
︒
嶋

下
郡
鳥
飼
と
は
︑
釈
迦
ヶ
池
・
八
丁
池
か
ら
東
南
へ
約
五
㎞
の
淀
川
沿

い
の
地
で
あ
り
︵
前
掲
第
�
図
︶
︑
鳥
飼
郷
と
呼
ば
れ
た
七
ヶ
村
を
指
す
︒

当
地
域
に
は
湿
田
が
広
が
っ
て
い
た
が
︑
釈
迦
ヶ
池
・
八
丁
池
か
ら
の
鴨

が
採
餌
に
や
っ
て
く
る
と
さ
れ
︑
戦
前
ま
で
鴨
猟
が
続
け
ら
れ
て
い
た㉒
︒

文
中
の
﹁
お
ふ
て
ん
﹂
は
霞
網
と
思
わ
れ
︑﹁
高
縄
﹂
は
同
じ
く
﹃
日
本

近世における「水田漁猟」の展開と河川流域の環境変化（佐野）
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山
海
名
産
図
会
﹄
に
説
明
の
あ
る
鳥
も
ち
猟
︵
も
ち
を
塗
っ
た
糸
を
笹
竹
に
か
け
て
﹁
沼
ふ
け
田
﹂︵
強
湿
田
︶
に
立
て
る
も
の
︶
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
鳥

飼
で
は
も
と
は
霞
網
と
高
縄
に
よ
る
鴨
猟
が
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
十
八
世
紀
末
頃
に
尾
張
か
ら
無
双
網
の
技
術
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
尾
張
で
の
無
双
網
に
つ
い
て
は
︑
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
成
立
の
﹃
地
方
凡
例
録
﹄
に
も
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
︒
﹁
諸
運
上
冥
加
金

銀
臨
時
納
物
之
事
﹂
中
の
一
項
に
︑
上
記
の
﹁
高
縄
﹂
と
同
様
の
鴨
猟
法
で
あ
る
﹁
高
綱
役
﹂
と
並
ん
で
︑
﹁
ム
ソ
ウ
と
云
打
網
﹂
を
用
い
る

鷺
猟
の
﹁
鷺
運
上
﹂
が
上
げ
ら
れ
︑
こ
れ
ら
の
猟
法
は
﹁
両
様
と
も
勢
州
長
島
本
田
新
田
附
に
重
に
あ
り
﹂
と
す
る㉓
︒
﹁
勢
州
長
島
﹂
と
は
木

曽
川
・
長
良
川
・
揖
斐
川
の
下
流
域
に
あ
っ
て
︑
日
本
を
代
表
す
る
輪
中
の
一
つ
で
あ
る
︒
伊
勢
・
美
濃
・
尾
張
三
国
が
境
を
接
す
る
こ
の
三

川
下
流
の
輪
中
地
帯
で
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
低
湿
な
水
田
環
境
に
適
応
し
た
猟
法
と
し
て
︑
無
双
網
が
近
世
か
ら
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て

き
た
経
緯
が
あ
る
︒
こ
の
無
双
網
が
十
八
世
紀
の
末
に
摂
津
国
の
淀
川
沿
い
の
村
々
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
︑
当
地
の
水
田
環
境
を
考

え
る
上
で
大
き
な
手
掛
か
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
次
節
に
て
︑
無
双
網
に
よ
る
水
鳥
猟
と
水
田
環
境
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
さ

ら
に
追
究
し
て
み
た
い
︒�

堀
上
田
と
堀
潰
れ
で
の
魚
漁
・
鳥
猟

美
濃
・
尾
張
の
輪
中
で
の
無
双
網
猟
に
つ
い
て
は
︑
十
八
世
紀
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
寛
政
年
間
の
成
立
と
さ
れ
る
﹃
濃
州
徇
行
記
﹄
は
︑

輪
中
の
村
々
の
生
業
と
環
境
に
つ
い
て
記
す
が
︑
そ
の
一
つ
で
あ
る
石
津
郡
五
町
村
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る㉔
︒

︻
史
料
'
︼

︵
前
略
︶

一

五
町
︑
柳
湊
立
合
見
取
七
十
一
町
二
反
六
畝
四
歩
︵
中
略
︶
︑
豊
作
五
六
十
石
よ
り
七
十
石
ま
で
納
む
る
︑
其
内
水
損
無
取
の
事
多
し
︑
水
深
溜
り
は

多
く
畔
田
に
す
︑
夫
故
引
地
夥
く
な
る
︵
中
略
︶
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一

此
村
は
︵
中
略
︶
小
百
姓
ば
か
り
に
て
農
事
を
専
世
産
と
す
︑
水
損
不
作
の
年
に
は
魚
鳥
の
殺
生
を
以
て
す
ぎ
わ
い
と
す
︵
中
略
︶

一

︵
中
略
︶
古
よ
り
殺
生
を
以
て
渡
世
の
助
と
し
き
た
る
処
と
み
へ
て
池
︑
川
の
小
物
成
あ
り
︑
今
は
大
江
通
運
上
金
二
分
︑
銀
三
匁
つ
ゝ
納
め
来
れ

り
︑
︵
中
略
︶
此
江
通
り
に
て
鮒
︑
鯰
を
捕
る
事
多
し
︑
鯉
は
少
し
︑
又
夏
は
鱣
を
多
く
と
り
︑
冬
な
れ
ば
平
田
処
々
に
無
雙
網
を
張
り
雁
︑
鴨
︑
鷺

の
類
を
多
く
捕
れ
り
︑
鳥
運
上
は
銀
二
十
六
匁
つ
ゝ
納
来
る
と
也
︑
此
魚
鳥
は
高
須
へ
賣
出
し
京
師
へ
多
く
送
る
と
云
︒
︵
後
略
︶

︵
傍
線
は
筆
者
)

無
双
網
が
︑
し
ば
し
ば
水
損
と
な
る
低
湿
な
村
で
冬
期
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
重
要
な
点
は
︑
そ
の
村
の
水
田
に
﹁
畔
田
﹂
が

多
く
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
﹁
畔
田
﹂
と
は
︑
他
地
域
で
は
一
般
的
に
﹁
堀
上
田
﹂
﹁
堀
田
﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
る
水
田
形
態
で
︑
排
水
不
良
の

輪
中
地
帯
な
ど
で
広
く
見
ら
れ
た
景
観
で
あ
る㉕
︒
低
湿
な
田
面
の
一
部
の
土
を
掘
り
取
り
︑
そ
の
土
を
隣
接
す
る
田
面
に
盛
り
土
し
て
嵩
上
げ

す
る
工
法
で
︑
嵩
上
げ
田
地
で
の
収
穫
を
確
保
す
る
と
と
も
に
︑
同
時
に
で
き
た
堀
・
溝
渠
︵
﹁
堀
潰
れ
﹂
と
呼
ば
れ
る
︶
に
よ
っ
て
排
水
の
促

進
を
は
か
る
も
の
で
あ
る㉖
︒
な
お
︑
﹁
堀
潰
れ
﹂
は
︻
史
料
'
︼
に
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
﹁
引
地
﹂
と
し
て
年
貢
を
免
除
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ

っ
た
︒
堀
上
田
が
一
面
に
展
開
す
る
地
域
で
は
︑
短
冊
型
や
池
状
の
堀
潰
れ
が
村
の
悪
水
路
と
つ
な
が
っ
て
お
り
︑
舟
運
路
と
し
て
用
い
ら
れ

る
だ
け
で
な
く
︑
淡
水
魚
の
漁
場
と
し
て
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る㉗
︒

こ
の
木
曽
三
川
下
流
の
堀
上
田
が
無
双
網
の
猟
法
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
菅
豊
の
指
摘
が
あ
る
が㉘
︑
筆
者
は
︑

﹃
地
方
凡
例
録
﹄
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
前
掲
の
長
島
輪
中
で
の
﹁
鷺
運
上
﹂
に
関
し
︑
﹁
夏
秋
田
の
畔ク

ロ

等
の
葭
の
生
た
る
処
﹂
す
な
わ
ち
堀
状
の
水
際
の
抽
水
植
物
帯
に
囮
を
置
く
こ
と
や
︑
﹁
又
水
際
野
方
田
所
等
の
空
地
あ
る
処
に
二
三
尺
ほ
ど

の
凹
ミ
を
拵
へ
置
︑
水
を
入
れ
魦
恠
の
類
を
餌
に
飼
ひ
置
き
︑
﹁
ム
ソ
ウ
﹂
と
云
打
網
を
敷
︑
十
間
ほ
ど
脇
に
笹
竹
を
立
て
︑
其
内
に
隠
れ
居

り
︑
こ
ゝ
に
鷺
の
付
く
を
見
て
右
の
打
網
を
引
き
被
せ
て
取
る
﹂
こ
と
を
記
す㉙
︒
つ
ま
り
︑
堀
潰
れ
を
餌
場
に
し
て
水
鳥
を
集
め
る
と
い
う
説

明
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
も
堀
潰
れ
が
魚
・
鳥
猟
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
無
双
網
は
堀
上
田
の
多
く
見
ら
れ
る
村
で
用
い
ら
れ
た
猟
法
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
十
八
世
紀
末
の
摂
津
国
鳥
飼
に
移
入
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さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
当
時
の
鳥
飼
付
近
も
堀
上
田
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
な
低
湿
な
環
境
下
に
あ
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒
事
実
︑
淀

川
の
後
背
湿
地
に
位
置
し
て
い
た
近
世
の
鳥
飼
郷
七
ヶ
村
や
︑
そ
れ
に
隣
接
す
る
嶋
上
郡
の
村
々
で
は
︑
洪
水
回
避
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
縄
手

と
呼
ば
れ
る
囲
堤
を
め
ぐ
ら
し
て
お
り
︑
複
合
的
な
輪
中
が
形
成
さ
れ
て
い
た㉚
︒
そ
の
内
部
に
は
昭
和
初
期
ま
で
︑
﹁
ウ
ネ
田
﹂
と
呼
ば
れ
た

堀
上
田
と
﹁
ウ
チ
池
﹂
と
呼
ば
れ
た
堀
潰
れ
が
広
く
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る㉛
︒

重
要
な
こ
と
は
︑
濃
尾
平
野
の
輪
中
地
帯
で
は
︑
堀
上
田
は
既
存
水
田
の
地
直
し
と
し
て
︑
十
八
世
紀
以
降
に
造
成
さ
れ
た
新
し
い
工
法
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
近
世
初
頭
に
治
水
の
た
め
に
輪
中
堤
が
構
築
さ
れ
て
以
降
︑
木
曽
三
川
の
河
床
は
か
え
っ
て
上
昇
し
︑
堤
内
水
田
か
ら

の
排
水
は
困
難
と
な
っ
た
︒
そ
の
湛
水
に
よ
る
水
腐
れ
・
不
熟
へ
の
対
策
と
し
て
︑
堀
上
田
の
造
成
が
近
世
後
期
よ
り
始
ま
り
︑
明
治
ま
で
行

わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る㉜
︒
こ
こ
で
提
起
さ
れ
る
の
は
︑
摂
津
の
淀
川
右
岸
の
村
々
に
お
い
て
も
︑
同
様
の
環
境
変
化
が
起
こ
り
︑

そ
の
対
応
と
し
て
堀
上
田
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
︒

先
述
の
通
り
︑
近
世
の
淀
川
流
域
で
は
山
地
荒
廃
に
伴
う
土
砂
流
出
が
進
ん
で
お
り
︑
淀
川
築
堤
以
降
の
河
床
上
昇
・
天
井
川
化
の
進
行
と

と
も
に
︑
淀
川
へ
流
入
す
る
諸
河
川
の
排
水
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る㉝
︒
淀
川
中
流
に
位
置
す
る
鳥
飼
を
は
じ
め
と

す
る
摂
津
諸
村
で
は
︑
そ
の
排
水
困
難
へ
の
対
策
と
し
て
︑
近
世
前
期
か
ら
排
水
路
の
下
流
へ
の
延
長
が
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
で
も
根
本

的
な
解
決
に
は
至
ら
ず
︑
そ
の
後
も
内
水
滞
留
と
水
腐
れ
に
悩
ま
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る㉞
︒
こ
の
淀
川
沿
岸
の
内
水
被
害
は
︑
摂
津

国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
河
内
国
や
上
流
の
山
城
国
で
も
同
様
で
あ
り
︑
天
明
三
年
︵
一
七
八
三
︶
に
は
こ
れ
ら
三
国
の
﹁
水
場
御
料
私
領
村
々
弐

百
弐
拾
五
ヶ
村
﹂
か
ら
︑
﹁
年
々
淀
川
筋
え
山
川
よ
り
土
砂
押
下
り
年
増
ニ
川
床
高
ク
相
成
候
故
︑
村
々
領
内
悪
水
引
落
不
申
︑
内
水
湛
水

年
々
水
損
﹂
と
し
て
︑
京
・
大
坂
・
伏
見
の
各
奉
行
所
宛
て
に
﹁
淀
川
筋
浚
之
儀
﹂
の
願
い
出
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る㉟
︒
し
か
し
な
が
ら

こ
の
よ
う
な
状
況
は
︑
そ
の
後
も
長
く
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
大
河
川
の
河
床
上
昇
に
伴
う
悪
水
停
滞
・
内
水
害
は
︑
近
世
後
期
に
は
淀
川
だ
け
で
な
く
︑
利
根
川
な
ど
も
含
め
て
日
本
各

地
で
起
こ
っ
て
い
た
問
題
で
あ
り
︑
そ
の
対
応
策
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
︑
Ａ
．
河
川
自
体
の
改
修
と
排
水
路
の
下
流
へ
の
延
伸
︑
Ｂ
．
湛
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水
田
化
に
適
応
し
た
堀
上
田
へ
の
転
換
︑
の
二
つ
で
あ
っ
た㊱
︒
こ
の
う
ち
複
雑
な
利
害
調
整
と
多
額
の
費
用
を
要
す
る
Ａ
に
対
し
て
︑
農
民
が

独
力
で
も
行
え
る
も
の
と
し
て
領
主
側
か
ら
推
奨
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
Ｂ
の
堀
上
田
へ
の
転
換
で
あ
っ
た㊲
︒
武
蔵
や
濃
尾
な
ど
で
は
︑
こ
の
よ

う
な
堀
上
田
造
成
の
動
き
が
︑
す
で
に
十
八
世
紀
に
は
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る㊳
︒

堀
上
田
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
︑
全
国
で
の
分
布
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
こ
の
摂
津
・
山
城
淀
川
右
岸
の
堀
上
田
は
取

り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い㊴
︒
そ
れ
は
当
地
域
で
の
近
代
的
耕
地
整
理
が
比
較
的
早
期
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
︑
堀
上
田
の
景
観
が
早
く
に
失
わ
れ

た
こ
と
に
よ
る
か
と
考
え
ら
れ
る㊵
︒
よ
っ
て
淀
川
沿
岸
に
お
け
る
堀
上
田
の
形
成
時
期
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
筆
者
は
︑
当
地
の
堀
上
田
の
造
成
は
︑
堀
潰
れ
で
の
魚
漁
と
鳥
猟
の
開
始
︑
す
な
わ
ち
近
世
後
期
の
畿
内

で
の
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
展
開
と
関
わ
る
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
と
考
え
る
︒
そ
こ
で
節
を
改
め
︑
こ
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
︒

�

堀
上
田
の
造
成
と
そ
の
意
義

鳥
飼
に
お
け
る
堀
上
田
の
造
成
に
関
わ
る
史
料
と
し
て
は
︑
天
保
一
二
年
の
次
の
一
点
が
あ
る㊶
︒

︻
史
料
�
︼乍

恐
奉
願
候

字
地
蔵
の

一

中
五
畝
三
歩

分
米
六
斗
五
升
四
合

同
所

一

中
五
畝
三
歩

分
米
六
斗
五
升
四
合

同
所
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一

中
一
反
七
畝

分
米
弐
石
弐
斗
壱
升

同
所

一

中
三
畝

分
米
三
斗
九
升

右
之
水
田
私
所
持
ニ
御
座
候
処
︑
近
年
水
亡
而
已
ニ
而
難
渋
仕
御
上
様
御
上
納
相
減
シ
歎
ケ
敷
奉
存
候
ニ
付
︑
此
度
高
サ
壱
尺
地
上
ケ
仕
︑
中
田
ニ
普
請

仕
度
奉
存
候
︑
依
之
御
上
様
格
別
之
御
憐
愍
ヲ
以
来
寅
年
こ
拾
ヶ
年
之
間
︑
為
鍬
下
皆
引
被
為

成
下
︵
候
︶
ハ
ヽ
︑
御
田
地
築
立
相
続
可
仕
与
奉
存
候
︑

尤
堀
床
之
義
ハ
︑
年
々
隣
地
合
毛
並
ヲ
以
御
上
納
仕
度
奉
存
候
︵
後
略
︶

︵
傍
線
は
筆
者
)

こ
の
史
料
は
︑
鳥
飼
上
之
村
に
あ
っ
た
水
損
田
地
の
盛
り
土
・
嵩
上
げ
を
申
請
し
た
も
の
で
︑
﹁
堀
床
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
堀
潰
れ
を
伴

う
堀
上
田
の
造
成
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
︒
こ
れ
以
外
の
堀
上
田
造
成
の
関
係
史
料
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
︑
そ
の

形
成
の
上
限
年
代
は
不
明
な
も
の
の
︑
鳥
飼
で
は
十
九
世
紀
前
半
に
は
こ
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

重
要
な
こ
と
は
︑
上
記
史
料
と
も
同
様
の
動
き
が
︑
鳥
飼
よ
り
上
流
の
淀
川
右
岸
に
位
置
す
る
山
城
国
の
村
々
で
も
広
く
見
ら
れ
た
こ
と
で

あ
る
︒
そ
れ
は
紀
伊
郡
の
堀
内
村
・
向
島
村
・
六
地
蔵
村
か
ら
伏
見
奉
行
所
へ
宛
て
て
︑
文
化
一
四
年
︵
一
八
一
七
︶
に
出
さ
れ
た
以
下
の
よ

う
な
願
い
出
で
あ
る㊷
︒

︻
史
料
*
︼

︵
前
略
︶
私
共
三
ヶ
村
之
儀
は
︑
御
当
地
川
添
村
々
六
ヶ
村
之
内
ニ
而
御
座
候
処
︑
就
中
私
共
三
ヶ
村
之
儀
は
低
ク
場
ニ
御
座
候
上
︑
①

殊
ニ
年
々
川
床

高
ク
相
成
候
ニ
付
︑
追
々
川
添
御
田
地
水
腐
候
所
ニ
罷
成
︑
不
植
場
所
多
ク
︑
困
窮
之
百
姓
共
御
年
貢
御
上
納
ニ
差
支
︑
此
段
恐
多
甚
以
難
渋
仕
候
ニ
付
︑

②

何
卒
地
普
請
仕
度
奉
存
候
而
も
困
窮
之
上
︑
別
而
右
体
水
腐
ニ
而
年
々
作
徳
ハ
勿
論
︑
右
御
上
納
ニ
差
支
候
程
之
族
ニ
付
︑
中
々
普
請
可
仕
手
当
も
無

御
座
然
共
︑
此
儘
ニ
罷
過
候
時
ハ
︑
弥
以
年
々
御
田
地
水
下
ニ
相
成
︑
終
ニ
ハ
及
亡
所
候
段
︑
是
以
歎
ケ
敷
次
第
ニ
奉
存
候
ニ
付
︑
色
々
相
談
仕
候
得
共
︑

外
ニ
可
仕
様
も
無
御
座
候
故
︑
此
度
奉
願
上
候
段
恐
多
奉
存
候
得
共
︑
③

石
川
様
御
田
地
之
分
水
下
ニ
相
成
候
所
之
土
砂
掻
上
ケ
︑
其
跡
え
ざ
こ
下
木
漬
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置
︑
此
所
ニ
而
取
得
候
魚
類
売
捌
︑
右
之
助
成
を
以
︑
追
々
御
田
地
普
請
仕
︑
且
御
国
役
諸
掛
り
等
之
手
当
ニ
仕
度
︑
乍
恐
此
段
三
ヶ
村
連
印
仕
︑
御
願

奉
申
上
候
︒
④

尤
右
下
木
漬
置
場
所
之
儀
は
︑
御
田
地
内
ニ
而
川
中
ヘ
ハ
一
切
相
掛
不
申
候
御
義
ニ
付
︑
何
卒
格
別
之
御
慈
悲
を
以
右
之
趣
被
為
聞
召
上

︵
後
略
︶

︵
傍
線
・
数
字
は
筆
者
)

伏
見
に
近
い
当
地
で
も
︑
摂
津
と
同
様
に
淀
川
の
河
床
上
昇
に
伴
う
沿
岸
水
田
の
排
水
不
良
・
湛
水
田
化
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
が
︵
①
︶
︑
農
民
に
よ
る
そ
れ
へ
の
対
応
と
し
て
︑
堀
上
田
造
成
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
あ
り
︑
三
ヶ
村
に
わ
た
る
広
い
範
囲
で
堀
上

田
へ
の
転
換
が
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
②
の
﹁
地
普
請
﹂
と
は
︑
前
節
で
述
べ
た
河
床
上
昇
に
伴
う
悪
水
停
滞
へ
の
二
つ
の

対
応
策
の
う
ち
︑
Ａ
す
な
わ
ち
河
川
自
体
の
改
修
を
指
す
と
み
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
大
規
模
工
事
を
自
普
請
で
行
う
財
力
は
な
い
た
め
︑
水

下
と
な
っ
た
田
地
で
土
砂
を
掻
き
上
げ
︑
そ
の
跡
に
で
き
る
堀
に
て
﹁
ざ
こ
下
木
漬
﹂
を
行
い
︑
獲
れ
た
魚
を
売
っ
て
普
請
費
用
等
の
足
し
に
し

た
い
︑
と
願
い
出
て
い
る
︵
③
︶
︒﹁
下
木
漬
﹂
と
は
漬
木
漁
と
も
呼
ば
れ
︑
池
沼
に
沈
め
た
柴
木
に
集
ま
っ
た
魚
を
簀
な
ど
で
囲
い
込
ん
で
捕
る
︑

主
に
巨
椋
池
で
行
わ
れ
た
漁
法
で
あ
る㊸
︒
こ
こ
で
は
④
﹁
御
田
地
内
ニ
而
﹂
の
漁
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
堀
潰
れ
で
の
漁
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
﹁
此
所
ニ
而
取
得
候
魚
類
売
捌
﹂
の
一
文
で
あ
る
︒
こ
の
十
九
世
紀
初
期
の
段
階
で
︑
当
初
か
ら
﹁
売
捌
﹂
く
こ

と
を
目
的
と
し
た
水
田
魚
漁
と
︑
そ
の
た
め
の
堀
潰
れ
の
創
出
が
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
つ
ま
り
堀
上
田
の
造
成
が
︑
米
の
収
穫

以
上
に
堀
潰
れ
で
の
魚
漁
を
目
的
と
し
て
い
た
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
願
い
出
が
認
め
ら
れ
︑
そ
の
後
当
地
域
に
広
く
堀
上
田
が
出
現
し
た
で
あ
ろ
う
様
相
は
︑
こ
の
村
々
に
隣
接
す
る
下
三
栖
村
の

事
例
に
お
い
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
下
三
栖
村
に
は
︑
堀
上
田
に
お
け
る
魚
漁
・
鳥
猟
に
つ
い
て
記
す
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
の
史

料
が
あ
る㊹
︒

︻
史
料
+
︼

︵
前
略
︶
当
村
之
義

（
マ
マ
）は
︑
場
末
之
村
方
ニ
付
︑
降
雨
之
節
上
郷
村
之
悪
水
落
込
︑
殊
ニ
最
寄
︑
桂
川
・
加
茂
川
・
宇
治
川
等
年
々
川
床
高
ク
相
成
ニ
随
ひ
︑
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水
難
之
愁
ひ
弥
増
︑
壱
度
出
水
仕
候
得
は
︑
数
日
内
水
相
湛
︑
容
易
ニ
引
落
不
申
候
付
︑
年
々
田
方
植
付
已
前
よ
り
取
入
迄
︑
出
水
無
之
年
柄
な
ら
而
は
︑

立
毛
相
育
不
申
︑
近
来
右
様
之
年
柄
ハ
稀
ニ
而
大
体
年
々
出
水
仕
︑
年
柄
ニ
寄
植
付
面
内
水
多
ク
︑
植
付
出
来
不
申
︒
︵
中
略
︶
右
体
年
柄
は
田
方
御
年
貢

御
用
捨
被
成
下
候
得
は
︑
御
定
取
之
畑
屋
敷
御
年
貢
幷
諸
役
御
高
懸
り
上
納
村
入
用
等
之
出
方
無
御
座
候
付
︑
右
為
手
当
と
平
青
野
面
堀
割
︑
御
田
地
ニ

上
ヶ
仕
︑
右
堀
割
水
溜
り
場
所
之
小
魚
幷
水
場
へ
お
り
下
り
候
小
鳥
等
を
取
売
払
︑
右
御
年
貢
諸
懸
り
物
之
足
シ
合
ニ
仕
︑
葭
菰
等
苅
取
︑
百
姓
共
日
用

之
焚
物
ニ
い
た
し
旁
仕
︑
漸
其
日
過
ニ
取
凌
来
候
︵
後
略
︶

︵
傍
線
は
筆
者
)

底
土
を
田
地
へ
掻
き
上
げ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
堀
潰
れ
で
魚
鳥
の
捕
獲
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
文
中
の
﹁
右
堀

割
水
溜
り
場
所
之
小
魚
幷
水
場
へ
お
り
下
り
候
小
鳥
等
を
取
売
払
﹂
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
村
で
も
水
田
で
捕
れ
た
魚
と
鳥
は
﹁
売
払
﹂
わ
れ

て
お
り
︑
米
以
外
の
収
入
と
し
て
﹁
御
年
貢
諸
懸
り
物
﹂
の
費
え
に
充
て
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
魚
鳥
は
︑
明
ら
か
に
商
品
と
し
て
出
荷

さ
れ
て
お
り
︑
秋
冬
期
に
裏
作
が
で
き
な
い
一
毛
作
の
強
湿
田
に
お
い
て
︑
菜
種
な
ど
裏
作
の
商
品
作
物
に
代
わ
る
﹁
生
産
物
﹂
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
堀
上
田
は
︑
堀
潰
れ
で
の
﹁
魚
鳥
漁
猟㊺
﹂
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
わ
ば
擬
似
的
な
二
毛
作
を
可
能

に
す
る
方
法
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

従
来
の
堀
上
田
の
研
究
で
は
︑
﹃
農
稼
録
﹄
に
﹁
損
し
て
徳
取
れ
の
工
夫
な
り
︒
江
立
し
て
目
先
の
田
地
ハ
頽
る
ゝ
と
も
累
上
た
る
田
ハ
遙

か
ニ
出
来
勝
り㊻
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
堀
上
田
造
成
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
田
地
で
の
米
の
収
穫
率
向
上
に
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
以
上
の

よ
う
な
十
九
世
紀
前
半
の
淀
川
沿
岸
で
の
実
態
を
見
る
と
︑
堀
上
田
へ
の
転
換
に
は
︑
堀
潰
れ
で
の
﹁
魚
鳥
漁
猟
﹂
が
戦
略
的
に
織
り
込
ま
れ
て

い
た
可
能
性
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
前
述
の
よ
う
に
︑
堀
潰
れ
と
な
っ
た
田
地
は
︑﹁
引
地
﹂
と
し
て
賦
課
を
免
れ
た
こ
と

も
大
き
な
利
点
で
あ
り
︑
堀
上
田
の
創
出
に
は
︑
米
以
外
の
﹁
生
産
物
﹂
と
し
て
の
魚
鳥
へ
の
積
極
的
な
期
待
が
あ
っ
た
可
能
性
を
提
起
し
た
い
︒

も
ち
ろ
ん
︑
堀
上
田
の
生
産
性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
評
価
に
つ
い
て
は
︑
魚
と
鳥
の
商
品
価
値
と
そ
の
流
通
網
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
前
提
と
な
る
︒
こ
の
点
で
︑
前
章
で
触
れ
た
﹁
生
洲
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
十
八
世
紀
の
京
・
大
坂
の
川
魚
料
理
屋
の
盛
行
と
そ
の
需
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要
の
大
き
さ
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
特
に
十
八
世
紀
半
ば
以
降
の
蒲
焼
き
の
普
及
に
よ
り
︑
ウ
ナ
ギ
の
商
品
価
値
が
確
立
し
た
こ
と
が
決

定
的
な
要
因
と
な
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︒
淀
川
は
ウ
ナ
ギ
の
天
然
遡
上
が
見
ら
れ
る
河
川
で
あ
り
︑
よ
っ
て
淀
川
沿
い
の
強
湿
田
も
ま
た
︑

排
水
路
を
通
じ
て
ウ
ナ
ギ
の
遡
上
が
見
込
め
る
良
好
な
漁
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
前
掲
の
︻
史
料
'
︼
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
美
濃
国
五
町
村
の

輪
中
で
捕
獲
さ
れ
た
魚
鳥
は
︑
す
で
に
寛
政
期
段
階
で
﹁
高
須
へ
賣
出
し
京
師
へ
多
く
送
る
﹂
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
︒
こ
の
十
八
世
紀
以
降

の
京
坂
で
の
魚
鳥
消
費
需
要
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
村
々
で
は
淀
川
の
河
床
上
昇
と
湛
水
田
化
︑
す
な
わ
ち
河
川
と
そ
の
背
後
山
地
の
荒
廃
が

も
た
ら
し
た
環
境
変
化
に
対
し
て
︑
堀
上
田
へ
の
転
換
と
い
う
戦
略
を
採
用
し
え
た
こ
と
に
な
る
︒
近
世
後
期
︑
農
民
に
よ
る
水
田
で
の
﹁
魚

鳥
漁
猟
﹂
は
︑
河
川
環
境
の
変
化
に
対
す
る
適
応
戦
略
と
し
て
︑
す
で
に
無
視
で
き
な
い
規
模
の
経
済
活
動
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

①

こ
の
場
面
を
収
録
し
た
も
の
と
し
て
︑
例
え
ば
小
松
茂
美
編
﹃
日
本
絵
巻
大
成

別
巻

一
遍
上
人
絵
伝
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
八
︑
二
三
六
頁
が
あ
る
︒

②

﹃
徒
然
草
﹄
第
百
六
二
段
︒

③

第
二
章
⑮
︒

④

竹
内
俊
男
家
文
書
﹁
山
田
池
堤
突
穴
幷
鳥
猟
余
内
銀
一
件
﹂
万
延
元
年
一
〇
月

︵
枚
方
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
枚
方
市
史

第
八
巻
﹄
枚
方
市
︑
一
九
七
一
︑
三

八
三

三
九
三
頁
に
所
載
︶
︒

⑤

第
二
章
⑥
﹃
枚
方
市
史
﹄
︒

⑥

第
二
章
⑭
︒

⑦

議
案
第
三
三
号
﹁
山
田
村
共
同
狩
猟
地
捕
鳥
請
負
規
程
﹂
明
治
三
八
年
一
二
月

︵
枚
方
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
枚
方
市
史

第
十
巻
﹄
枚
方
市
︑
一
九
七
六
︑
二

五
五

二
六
〇
頁
に
所
載
︶
︒

⑧

第
二
章
⑮
︒

⑨

新
修
京
都
叢
書
刊
行
会
編
﹃
新
修
京
都
叢
書

第
一
〇
巻
﹄
臨
川
書
店
︑
一
九

六
八
︑
四
五
八
頁
に
所
収
︒

⑩

万
亀
楼
所
蔵
文
書
﹁
乍
恐
済
状
﹂
安
永
四
年
五
月
︵
藤
田
貞
一
郎
﹃
近
代
生
鮮

食
料
品
市
場
の
史
的
研
究
﹄
清
文
堂
︑
一
九
七
二
︑
二
六
六

二
六
七
頁
に
所
載
︶
︒

⑪

中
世
以
来
︑
魚
と
水
鳥
が
同
一
の
店
舗
で
売
買
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は

多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
︑
例
え
ば
近
年
の
成
果
と
し
て
︑
斉
藤
研
一
﹁
中
世
絵
画

に
見
る
動
物
の
捕
獲
・
加
工
・
消
費
﹂
︵
小
野
正
敏
・
五
味
文
彦
・
萩
原
三
雄
編

﹃
動
物
と
中
世

獲
る
・
使
う
・
食
ら
う
﹄
高
志
書
院
︑
二
〇
〇
九
︶
二
一
五

二
四
八
頁
が
あ
る
︒

⑫

明
治
一
五
年
に
︑
近
世
中
期
以
後
に
お
け
る
大
坂
の
商
習
慣
に
つ
い
て
聞
き
取

り
し
た
成
果
を
も
と
に
記
さ
れ
た
遠
藤
芳
樹
﹁
大
坂
商
業
習
慣
録
﹂
︵
黒
羽
兵
治

郎
編
﹃
大
阪
商
業
史
料
集
成

第
一
輯
﹄
大
阪
商
科
大
学
経
済
研
究
所
︑
一
九
三

四
に
所
収
︶
に
よ
る
︒

⑬

吉
井
始
子
編
﹃
江
戸
時
代
料
理
本
集
成

第
四
巻

料
理
綱
目
調
味
抄
・
料
理

山
海
郷
・
献
立
筌
・
八
僊
卓
燕
式
記
・
料
理
珍
味
集
・
卓
袱
会
席
趣
向
帳
・
普
茶

料
理
抄
﹄
臨
川
書
店
︑
一
九
七
九
に
所
収
︒

⑭

吹
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
吹
田
市
史

第
二
巻
﹄
吹
田
市
役
所
︑
一
九
七

五
︑
二
一
四
頁
︒

⑮

太
田
順
康
家
文
書
﹁
和
摂
御
領
分
定
免
下
組
帳
﹂
天
明
六
年
九
月
︵
桜
井
市
史

近世における「水田漁猟」の展開と河川流域の環境変化（佐野）
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編
纂
委
員
会
編
﹃
桜
井
市
史

史
料
編
上
巻
﹄
桜
井
市
役
所
︑
一
九
八
一
︑
三
七

二

三
九
九
頁
に
所
載
︶
︒

⑯

関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
文
書
﹁
味
舌
上
村
明
細
帳
﹂
天
保
一
四
年
九
月
︵
有
坂

隆
道
・
服
部
敬
編
﹃
摂
津
市
史

史
料
編
二
近
世
編
Ⅱ
﹄
摂
津
市
役
所
︑
一
九
八

二
︑
三
二
〇

三
三
三
頁
に
所
載
︶
︒

⑰

第
二
章
㉘
︒

⑱

中
西
鐵
蔵
家
文
書
﹁
大
池
・
八
丁
池
猟
方
一
札
﹂
嘉
永
二
年
三
月
︵
吹
田
市
史

編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
吹
田
市
史

第
六
巻
﹄
吹
田
市
役
所
︑
一
九
七
四
︑
三
八
五

三
八
六
頁
に
所
載
︶
︒

⑲

茨
木
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
新
修
茨
木
市
史

第
一
〇
巻
別
編
民
俗
﹄
茨
木

市
︑
二
〇
〇
五
︑
二
八
八

二
八
九
頁
︒

⑳

吹
田
市
立
博
物
館
編
﹃
水
辺
の
文
化
の
再
発
見

鴨
に
み
る
人
と
自
然
﹄
吹
田

市
立
博
物
館
︑
一
九
九
五
︑
八
頁
︒
釈
迦
ヶ
池
に
は
谷
切
網
も
あ
っ
た
と
伝
わ
る

が
︑
し
か
し
滑
車
を
利
用
す
る
猟
の
た
め
︑
近
代
に
新
し
く
導
入
さ
れ
た
可
能
性

が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
︒

㉑

千
葉
徳
爾
﹃
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
四

狩
猟
伝
承
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑

一
九
七
五
︑
六
三
頁
︒

㉒

前
掲
⑳
︒

㉓

大
石
久
敬
著
・
大
石
慎
三
郎
校
注
﹃
地
方
凡
例
録

上
巻
﹄
近
藤
出
版
社
︑
一

九
六
九
︑
三
三
五
頁
︒

㉔

樋
口
好
古
﹃
濃
州
徇
行
記
﹄
︵
平
塚
正
雄
編
﹃
濃
州
徇
行
記
・
濃
陽
志
略
﹄
︶
一

信
社
︑
一
九
三
七
︑
七
七
六

七
七
八
頁
︒

㉕

元
木
靖
﹁
日
本
に
お
け
る
帯
水
性
低
地
の
開
発

ク
リ
ー
ク
水
田
地
域
の
比
較

歴
史
地
理
学
序
説
﹂
歴
史
地
理
学
三
九

一
︑
一
九
九
七
︑
一
八

三
五
頁
︒
菅

豊
﹁
﹃
水
辺
﹄
の
開
拓
史

近
世
中
期
に
お
け
る
堀
り
上
げ
水
田
工
法
の
発
展
と

そ
の
要
因
﹂
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
一
〇
五
︑
二
〇
〇
三
︑
三
五
七

三
八
〇
頁
︒

㉖

安
藤
萬
壽
男
﹃
輪
中

そ
の
展
開
と
構
造
﹄
古
今
書
院
︑
一
九
七
五
︑
二
二
五

三
二
四
頁
︒

㉗

前
掲
㉖
︒

㉘

前
掲
㉕
菅
論
文
︒

㉙

前
掲
㉓
︒

㉚

摂
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
﹃
摂
津
市
史
﹄
摂
津
市
役
所
︑
一
九
七
七
︑
三
五

四
四
頁
︒

㉛

摂
津
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
編
﹃
摂
津
市
域

昔
の
暮
ら
し
﹄
摂
津
市
教

育
委
員
会
︑
一
九
九
八
︒

㉜

前
掲
㉖
︒
伊
藤
安
男
・
青
木
伸
好
﹃
輪
中
﹄
学
生
社
︑一
九
七
九
︒
前
掲
㉕
菅
論
文
︒

㉝

例
え
ば
寛
保
二
年
︵
一
七
四
二
︶
に
は
︑
城
摂
河
三
ヶ
国
の
﹁
川
筋
水
難
之
百

姓
共
﹂
よ
り
︑
淀
川
の
河
床
上
昇
に
伴
う
内
水
被
害
へ
の
対
策
を
求
め
る
願
い
出

︵
竹
内
俊
男
家
文
書
﹁
城
摂
河
三
ヶ
国
川
筋
田
畑
水
難
御
救
願
﹂
︶
が
な
さ
れ
て

い
る
︵
枚
方
市
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
枚
方
市
史

第
八
巻
﹄
枚
方
市
︑
一
九
七
一
︑

四
一
六

四
二
一
頁
に
所
載
︶
︒
な
お
︑
近
世
淀
川
の
治
水
の
全
体
像
に
つ
い
て

は
︑
村
田
路
人
﹃
近
世
の
淀
川
治
水
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
に
詳
し
い
︒

㉞

そ
の
概
要
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
︑
摂
津
市
史
編
さ
ん
委
員
会
﹃
摂
津
市

史
﹄
摂
津
市
役
所
︑
一
九
七
七
︑
四
六
五

五
四
〇
頁
な
ど
︒

㉟

藤
田
︵
権
︶
家
文
書
﹁
乍
恐
水
難
ニ
付
奉
願
口
上
書
﹂
天
明
八
年
五
月
︵
京
都

市
編
﹃
史
料
京
都
の
歴
史

第
一
六
巻
伏
見
区
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
一
︑
五
二
二

五
二
四
頁
に
所
載
︶
︒

㊱

前
掲
㉕
元
木
論
文
︒
前
掲
㉖
︒

㊲

前
掲
㉕
元
木
論
文
︒
前
掲
㉖
︒

㊳

前
掲
㉕
元
木
論
文
︒
前
掲
㉜
伊
藤
・
青
木
論
文
︒
元
木
や
菅
が
す
で
に
指
摘
す

る
よ
う
に
︵
前
掲
㉕
︶
︑
堀
上
田
の
形
成
時
期
に
は
︑
第
一
期
：
湖
沼
縁
辺
の
低

湿
地
の
開
発
初
期
と
︑
第
二
期
：
再
び
低
湿
地
化
し
た
既
水
田
を
地
直
し
す
る
場

合
と
の
二
期
が
あ
り
︑
武
蔵
な
ど
で
は
第
一
期
型
が
多
く
み
ら
れ
る
が
︑
本
稿
で
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扱
う
堀
上
田
の
造
成
は
︑
第
二
期
の
動
き
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
︒

㊴

前
掲
㉕
元
木
論
文
な
ど
︒

㊵

例
え
ば
鳥
飼
に
隣
接
す
る
一
津
屋
で
は
明
治
末
期
に
す
で
に
耕
地
整
理
が
実
施

さ
れ
た
た
め
︑
一
九
四
五
年
撮
影
の
空
中
写
真
で
も
︑
堀
上
田
を
検
出
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
︒

㊶

木
下
唯
一
家
文
書
﹁
鳥
飼
上
之
村
田
地
普
請
願
帳
写
﹂
天
保
一
二
年
一
〇
月

︵
有
坂
隆
道
・
服
部
敬
編
﹃
摂
津
市
史

史
料
編
三
近
世
編
Ⅲ
﹄
摂
津
市
役
所
︑

一
九
八
三
︑
一
三

一
四
頁
に
所
載
︶
︒

㊷

吉
村
︵
勘
︶
家
文
書
﹁
乍
恐
御
願
口
上
書
﹂
文
化
一
四
年
一
一
月
一
一
日
︵
京

都
市
編
﹃
史
料
京
都
の
歴
史

第
一
六
巻
伏
見
区
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
一
︑
四
六

八

四
六
九
頁
に
所
載
︶
︒

㊸

福
田
栄
治
﹁
旧
巨
椋
池
漁
村
の
生
活
習
俗

久
世
郡
久
御
山
町
東
一
口
の
場

合
﹂
資
料
館
紀
要
一
〇
︑
一
九
八
一
︑
一

八
一
頁
︒

㊹

糟
野
︵
由
︶
家
文
書
﹁
乍
恐
口
上
書
﹂
安
政
二
年
九
月
二
九
日
︵
京
都
市
編

﹃
史
料
京
都
の
歴
史

第
一
六
巻
伏
見
区
﹄
平
凡
社
︑
一
九
九
一
︑
四
九
五

四

九
八
頁
に
所
載
︶
︒

㊺

堀
上
田
で
の
魚
漁
が
ま
た
そ
れ
を
餌
と
す
る
水
鳥
を
呼
び
寄
せ
る
よ
う
な
︑
魚

漁
と
鳥
猟
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
こ
の
複
合
的
な
生
業
形
態
を
︑
本
稿
で

は
﹁
魚
鳥
漁
猟
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
︒

㊻

長
尾
重
喬
ほ
か
著
・
岡
光
夫
ほ
か
校
訂
﹃
日
本
農
書
全
集

第
二
三
巻

農
稼

録
・
暴
風
浪
海
潮
備
要
談
・
水
災
後
農
稼
追
録
・
農
稼
附
録
﹄
農
文
協
︑
一
九
八

一
︑
九
四

二
〇
九
頁
︒

四

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

本
稿
で
は
環
境
史
の
視
点
か
ら
︑
日
本
の
﹁
二
次
的
自
然
﹂
の
代
表
と
さ
れ
る
水
田
を
取
り
上
げ
︑
近
世
に
お
け
る
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
実
態

を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
︒
河
内
・
摂
津
の
村
方
文
書
の
再
検
討
に
よ
っ
て
︑
丘
陵
上
の
溜
池
で
の
魚
漁
は
︑
天
保
期
に
は
入
札
制
と
養
魚

が
行
わ
れ
る
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
淀
川
・
大
和
川
流
域
の
山
地
で
は
︑
十
七
世
紀
の
土
砂
留
開
始
以
後
も
そ
の
流
出
が

止
ま
ら
な
か
っ
た
た
め
に
︑
丘
陵
谷
口
に
位
置
す
る
溜
池
で
も
近
世
後
期
に
は
土
砂
流
入
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
必
要
と
さ
れ
た
高

度
な
溜
池
改
修
工
事
の
費
用
を
ま
か
な
う
た
め
に
︑
こ
の
よ
う
な
方
策
が
取
ら
れ
た
可
能
性
を
示
し
た
︒

一
方
︑
淀
川
沿
岸
の
水
田
で
の
﹁
魚
鳥
漁
猟
﹂
に
つ
い
て
は
︑
特
に
堀
上
田
と
の
関
わ
り
が
重
要
と
な
る
こ
と
を
提
起
し
た
︒
淀
川
の
築
堤

と
上
流
山
地
か
ら
の
土
砂
流
出
は
︑
近
世
を
通
じ
て
淀
川
自
体
の
河
床
上
昇
を
も
た
ら
し
︑
そ
こ
へ
流
れ
込
む
諸
河
川
の
排
水
困
難
を
引
き
起

こ
し
た
︒
そ
れ
に
伴
う
悪
水
停
滞
・
湛
水
田
化
へ
の
対
応
と
し
て
︑
既
存
田
の
堀
上
田
へ
の
転
換
が
十
九
世
紀
前
半
の
摂
津
・
山
城
で
み
ら
れ

た
が
︑
こ
れ
は
米
の
収
穫
率
の
向
上
以
外
に
︑
堀
潰
れ
で
の
魚
鳥
漁
猟
自
体
を
目
的
と
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
つ
ま
り
堀
上
田
の
造
成
と
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は
︑
裏
作
が
困
難
で
あ
っ
た
強
湿
田
に
お
い
て
︑
米
＋
魚
鳥
と
い
う
擬
似
的
な
二
毛
作
を
可
能
に
す
る
方
策
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
こ
の
よ

う
な
近
世
後
期
の
水
田
で
の
漁
猟
活
発
化
の
背
景
に
は
︑
京
・
大
坂
で
の
﹁
生
洲
﹂
を
中
心
と
す
る
淡
水
魚
・
水
鳥
の
商
品
需
要
が
あ
っ
た
こ

と
も
重
要
で
あ
る
︒

本
稿
で
の
歴
史
的
分
析
を
通
じ
て
︑
明
治
期
以
降
の
分
析
だ
け
で
は
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
﹁
水
田
漁
猟
﹂
と
近
世
の
河
川
の
環

境
変
化
と
の
関
わ
り
︑
す
な
わ
ち
淀
川
の
上
流
山
地
の
荒
廃
と
︑
沿
岸
田
地
の
悪
水
滞
留
へ
の
対
応
と
し
て
の
﹁
水
田
漁
猟
﹂
の
新
た
な
展
開

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
水
田
で
の
魚
漁
が
︑
魚
を
採
餌
す
る
水
鳥
を
さ
ら
に
水
田
へ
と
誘
引
す
る
効
果
の
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ

れ
る
︒
こ
の
意
味
で
水
田
に
は
ま
さ
に
人
間
活
動
を
含
み
込
ん
だ
生
態
系
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
生
態
系
は
ま
た
︑
都
市

の
消
費
生
活
と
の
つ
な
が
り
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
重
視
さ
れ
よ
う
︒

最
後
に
︑
環
境
史
的
観
点
か
ら
︑
さ
ら
に
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
︒
溜
池
漁
撈
の
よ
り
進
ん
だ
形
態
と
し
て
︑
本
稿
で

は
養
魚
の
開
始
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
が
︑
溜
池
で
の
養
魚
は
他
地
域
か
ら
の
種
苗
放
流
を
伴
う
点
で
︑
国
内
外
来
種
の
問
題
を
引
き
起

こ
す
こ
と
に
注
意
し
た
い
︒

国
内
外
来
魚
は
︑
外
見
上
の
差
は
少
な
い
も
の
の
︑
遺
伝
子
汚
染
や
種
間
交
雑
な
ど
︑
在
来
の
生
態
系
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る①
︒
コ
イ
は
そ
の
移
植
放
流
の
歴
史
が
古
い
た
め
に
︑
も
は
や
過
去
に
ど
の
よ
う
な
自
然
分
布
域
を
持
っ
て
い
た
の
か
さ
え
も

不
明
と
さ
れ
る②
︒
本
稿
で
も
明
ら
か
な
通
り
︑
養
魚
の
盛
ん
な
溜
池
は
丘
陵
の
谷
口
に
設
け
ら
れ
た
﹁
大
池
︵
親
池
︶
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ

は
用
水
路
を
通
じ
て
﹁
小
池
︵
子
池
︶
﹂
と
連
結
し
て
お
り
︑
そ
の
水
は
下
流
の
水
田
全
体
に
行
き
渡
る
︒
新
田
開
発
の
結
果
と
し
て
作
り
出

さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
水
利
シ
ス
テ
ム
は
︑
す
な
わ
ち
外
来
種
の
生
息
域
拡
大
に
も
貢
献
す
る
配
水
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の

国
内
外
来
種
の
問
題
は
︑
養
鯉
に
続
い
て
明
治
期
に
起
こ
っ
た
フ
ナ
の
溜
池
養
魚③
︑
す
な
わ
ち
河
内
ブ
ナ
と
も
呼
ば
れ
る
ヘ
ラ
ブ
ナ
の
溜
池
養

殖
開
始
の
際
に
よ
り
顕
在
化
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
ヘ
ラ
ブ
ナ
は
琵
琶
湖
・
淀
川
水
系
の
固
有
種
で
あ
る
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
ブ
ナ
を
品
種
改
良
し
た
食

用
種
で
︑
日
本
各
地
に
放
流
さ
れ
た
が
︑
こ
の
水
系
以
外
の
多
く
の
地
域
に
と
っ
て
は
外
来
魚
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
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以
上
の
よ
う
な
外
来
種
と
養
殖
の
問
題
は
︑
水
田
と
鳥
類
の
関
係
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
近
世
後
期
の
都
市
で
鴨
の
消
費

需
要
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
た
が
︑
こ
の
よ
う
な
動
向
は
冬
の
渡
り
鳥
た
る
マ
ガ
モ
が
入
手
困
難
な
季
節
に
︑
そ
の
代
替
品

と
な
る
ア
ヒ
ル
︵
家
鴨
︶
の
需
要
を
生
み
出
し
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
の
京
・
大
坂
の
料
理
屋
で
は
す
で
に
ア
ヒ
ル
料
理

が
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が④
︑
そ
れ
ら
の
ア
ヒ
ル
は
淀
川
沿
岸
の
低
湿
田
で
飼
育
さ
れ
て
い
た
様
相
が
確
か
め
ら
れ
る⑤
︒
ア
ヒ
ル
は

長
崎
経
由
で
大
陸
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り⑥
︑
ま
さ
に
海
外
か
ら
の
外
来
種
で
あ
る
︒
こ
の
新
し
い
動
物
の
導
入
は
︑
食
肉
用
の
家
禽
飼

育
と
い
う
新
た
な
文
化
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
︑
原
種
で
あ
る
マ
ガ
モ
と
の
交
雑
を
引
き
起
こ
す
な
ど
︑
在
来
の
生
態
系
に
大
き
な
変
化
を
引

き
起
こ
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
近
世
に
お
け
る
自
然
の
改
変
と
は
︑
治
水
工
事
や
新
田
開
発
な
ど
景
観
に
現
れ
る
変
化
だ
け
で
は
な
く
︑
﹁
見
え
な
い
脅

威
﹂
と
し
て
の
生
物
種
の
置
換
な
ど
︑
在
来
の
生
態
系
の
改
変
を
伴
う
も
の
で
も
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
近
世
の
人
間
と
自
然
の
関
係
史
研

究
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
分
析
視
角
を
取
り
入
れ
た
新
た
な
検
証
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

日
本
魚
類
学
会
自
然
保
護
委
員
会
編
﹃
見
え
な
い
脅
威

国
内
外
来
魚
﹄
東
海

大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
三
︒

②

前
掲
①
︑
一
三
頁
︒

③

河
内
地
方
で
の
明
治
期
に
お
け
る
ヘ
ラ
ブ
ナ
の
溜
池
養
魚
に
つ
い
て
は
︑
川
村

厚
生
﹁
カ
ワ
チ
ブ
ナ
︵
河
内
鮒
︶
﹂
水
産
増
殖
一
二

一
︑
一
九
六
四
︑
五
五

五
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

④

文
政
一
三
年
成
立
の
﹃
嬉
遊
笑
覧
﹄
に
は
︑
﹁
家
鴨
は
近
き
頃
迄
も
人
の
食
は

ぬ
も
の
な
り
し
に
︑
今
は
夏
月
の
珍
味
と
し
用
︒
︵
中
略
︶
こ
れ
京
師
よ
り
起
り

て
近
ご
ろ
は
冬
夏
の
わ
い
だ
め
な
く
専
ら
家
鴨
を
用
︒
京
師
に
て
用
ひ
始
め
し
は

享
和
・
文
化
の
頃
よ
り
な
る
べ
し
﹂
と
あ
る
︵
喜
多
村
筠
庭
著
・
長
谷
川
強
・
江

本
裕
ほ
か
校
訂
﹃
嬉
遊
笑
覧
︵
五
︶
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
九
︑
一
三
七
頁
︶
︒

⑤

例
え
ば
︑
淀
川
左
岸
の
河
内
国
茨
田
郡
下
馬
伏
村
に
お
い
て
︑
﹁
地
底
﹂
の
田

地
に
て
﹁
百
姓
に
御
座
候
得
共
鳥
類
養
居
候
﹂
と
述
べ
る
元
治
元
年
・
慶
応
四
年

の
記
録
が
あ
り
︑
こ
れ
を
同
地
で
明
治
以
降
盛
ん
で
あ
っ
た
ア
ヒ
ル
飼
育
を
指
す

も
の
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
︵
門
真
町
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
門
真
町
史
﹄

門
真
町
役
場
︑
一
九
六
二
︑
一
八
五
頁
︶
︒
こ
の
水
田
で
の
ア
ヒ
ル
飼
育
を
め
ぐ

っ
て
は
︑
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
︒

⑥

安
達
巌
﹃
日
本
食
物
文
化
の
起
源
﹄
自
由
国
民
社
︑
一
九
八
一
︑
二
一
七

二
一
九
頁
︒

︵
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
︶
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The Early-Modern Development of Paddy Fishing and Hunting

and Environmental Change in River Basins

by

SANO Shizuyo

This study addresses the satoyama, a managed rural environment

including human settlements, and paddy fields that constitute Japanʼs

“secondary natural environment” and attempts to elucidate the actual state

of fishing and hunting of waterfowl conducted in paddy fields in early

modern times from the standpoint of environmental history. Based on a

reexamination of documents from villages in the provinces of Settsu,

Kawachi, and Yamashiro, it became clear that fishing in the highland

reservoir ponds occurred contemporaneously with the stage of the bidding

system and pisciculture during the Tenpō era (1830-1844). In the upland

areas of the Yodogawa river basin, even in the reservoir ponds situated in

the highland valleys discharges of sediment became a problem in the latter

part of the early modern period because the runoff had not been stopped by

the start of the construction projects to dam the silt begun in the 17th

century. I indicate the possibly that this policy was adopted in order to

cover the cost of high-level construction needed for reservoir ponds.

On the one hand, I propose that in regard to paddy fishing and hunting in

the paddy fields along the banks of the Yodogawa, the relationship to the

paddies built in wetlands (horiageta in Japanese) was particularly important.

The embankments of the Yodogawa and the runoff of sediment from

highlands upriver raised the river bottom throughout the early modern

period, and caused the drainage problem there due to the inflow from

various rivers. As a response to stagnant polluted water and flooding of the

paddies on the riverbanks that accompanied this situation, there was a

visible switch to the pre-existing horiageta in the first half of the nineteenth

century in Settsu and Yamashiro, but it highly probable that in addition to

improving the rice harvest, this was intended for fishing and hunting in the

trenches (horitsubure) of the wetland paddies. In other words, the

construction of the horiageta, in the extreme wetlands where a second
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harvest was difficult, it can be characterized as a policy of quasi-double

cropping, combining cultivation of rice with hunting and fishing. An

important factor behind the increasing activity of fishing and hunting in the

paddy fields in the latter stage of the early modern period was the demand

for the products such as freshwater fish and waterfowl by the restaurants,

called ikesu, of Kyōto and Ōsaka.

Through the historical analysis found in this study, I have been able to

illuminate the relationship of environmental change in early-modern rivers to

hunting and fishing in paddy fields as well as the new development of

fishing and hunting in paddy fields as a response to stagnant polluted water

of riverside paddy fields and the deterioration of the highland headwaters of

the Yodogawa, which could not be detected in studies of Meiji and later

times. Moreover, I have also drawn attention to the fact that fishing in paddy

fields had the effect of enticing additional waterfowl to feed on the fish and

fallen ears of rice. In this sense, an ecosystem that included human activities

was created by these paddy fields. However, it is also important to

emphasize that that the ecosystem was created on the basis of links to the

consumption patterns in urban areas.

On the Judicial Development of the Statute on

“Monetary Redemption Permitted to the Aged, Young, and Infirm”

in the Great Qing Code, Focusing on Cases of Youthful Homicide

by

LI Bingni

The Great Qing Code inherited the tradition originating with the Tang

Code and contained a statute titled “Monetary Redemption Permitted to the

Aged，the Young，and the Infirm” (「老小廃疾収贖」条) that stipulated that

if the aged, the young (under fifteen years of age) or the infirm violated

criminal law, they should be given mitigated punishment or exemption from

punishment in accordance with their circumstances.

In respect to the legal provisions concerning a murder committed by a

juvenile, there is no fundamental difference between the laws of the Qing

Dynasty and the ones seen across the world today. In other words, the
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