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片
野
鴨
池
の
生
態
系
管
理
の
歴
史
的
変
遷
に
関
す
る
分
析

一
、
は
じ
め
に

石
川
県
加
賀
市
片
野
町
に
位
置
す
る
「
片
野
鴨
池
(
以
下
「
鴨
池
」
と
い
う
)
」

は
、
冬
季
に
カ
モ
や
ガ
ン
な
ど
約
五
、

0
0
0羽
の
水
鳥
が
飛
来
す
る
低
湿
地

で
あ
る
。
湿
地
は
豊
富
な
植
物
群
落
に
被
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
の
周
囲
の
丘

陵
は
ア
カ
マ
ツ
や
コ
ナ
ラ
、
タ
ブ
ノ
キ
な
ど
が
生
い
茂
り
、
そ
れ
だ
け
で
都
市

か
ら
の
来
訪
者
を
魅
了
す
る
ほ
ど
の
貴
重
な
生
態
系
で
あ
る
。
鴨
池
は
一
九
六

九
年
に
石
川
県
天
然
記
念
物
の
指
定
を
受
け
、
一
九
九
三
年
に
は
越
前
加
賀
海

岸
固
定
公
圏
第
一
種
特
別
地
域
、
国
設
片
野
鴨
池
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

に
指
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同
年
六
月
に
は
「
ラ
ム
サ

l
ル
条
約
」
の
登
録
湿
地

と
し
て
認
定
さ
れ
た
(
大
畑
ほ
か
一
九
九
八
)
。

鴨
池
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
、
夏
は
水
田
と
し
て
、
冬
は
水
田
に
水
を
張
る

こ
と
で
水
鳥
の
飛
来
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
地
域
住
民
に
よ
る
水

田
の
利
用
と
水
鳥
の
保
護
(
休
息
場
所
の
提
供
)
の
季
節
的
な
入
れ
替
え
は
最
近

ま
で
続
い
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
農
民
に
と
っ
て
は
水
鳥
の
糞
に
よ
っ
て
肥
料

代
が
節
約
で
き
る
、
逆
に
水
鳥
に
と
っ
て
は
落
ち
穂
、
が
餌
に
な
る
と
い
う
相
互

利
益
が
あ
っ
た
。

敷
田
麻
実
・
森
重
昌
之
・
田
島
愛
子
・
大
畑
孝

鴨
池
に
飛
来
す
る
水
鳥
は
狩
猟
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
た
。
一
六

0
0年
代

末
か
ら
始
ま
っ
た
「
坂
網
猟
」
は
、
地
元
の
大
聖
寺
藩
に
よ
っ
て
武
士
の
鍛
錬
の

た
め
に
使
わ
れ
た
が
、
明
治
時
代
以
降
は
住
民
に
開
放
さ
れ
、
当
時
と
同
じ
猟

法
で
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
モ
の
飛
来
数
の
減
少
と
狩
猟
に

対
す
る
経
済
的
評
価
の
低
下
な
ど
に
よ
り
坂
網
猟
師
は
減
少
し
て
い
る
。
最
近

は
捕
鴨
数
も
年
間
三

O
O羽
前
後
に
ま
で
減
少
し
、
戦
後
最
盛
期
の
三
、

0
0

0
1三
、
五

O
O羽
に
比
べ
る
と
規
模
の
縮
小
は
否
め
な
い
。

一
方
、
鴨
池
は
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
ブ

l
ム
を
経
て
、
野
鳥
観
察
に
適
し

た
場
所
と
し
て
有
名
に
な
り
、
冬
季
を
中
心
に
多
数
の
来
訪
者
が
訪
れ
る
。
一

九
八
四
年
に
開
館
し
た
鴨
池
観
察
館
で
は
、
日
本
野
鳥
の
会
の
レ
ン
ジ
ャ
ー
が

中
心
と
な
り
、
来
訪
者
へ
の
情
報
提
供
や
解
説
、
自
然
観
察
会
が
開
催
さ
れ
、

近
年
は
環
境
教
育
の
場
と
し
て
の
評
価
も
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
住
民
生
活
に
身
近
な
生
態
系
と
し
て
の
鴨
池
に
は
、
歴
史
的

に
さ
ま
ざ
ま
な
利
用
者
が
現
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鴨
池
と
関
わ
り
を
持
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
単
な
る
鴨
池
の
利
用
だ
け
で
は
な
く
、
生
態
系
を
維
持
す
る
努
力
も
含

め
た
利
用
者
に
よ
る
積
極
的
な
関
わ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
鴨
池
の
保
全

と
利
用
、
す
な
わ
ち
「
管
理
」
が
坂
網
猟
の
開
始
と
と
も
に
三

O
O年
以
上
に
わ
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た
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
と
比
較
す
る
と
、
現
在
の
鴨

池
の
利
用
者
は
観
光
客
も
含
め
て
多
様
化
し
、
そ
の
利
用
形
態
も
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
ま
た
、
鴨
池
の
生
態
系
自
身
も
変
化
し
、
近
年
の
坂
網
猟
師
の
減
少
や

減
反
政
策
に
よ
る
水
田
の
減
少
、
周
辺
の
里
山
を
含
む
生
態
系
の
荒
廃
を
経
験

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鴨
池
で
は
生
態
系
や
利
用
者
の
変
化
に
よ
っ
て
管
理
の

内
容
が
大
き
く
変
化
し
て
き
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
注
意
を
引
い
た
報
告
や
研
究
は
な
く
、

む
し
ろ
江
戸
時
代
の
鴨
池
の
利
用
が
「
持
続
可
能
で
あ
る
」
と
評
価
し
、
そ
れ
が

現
在
ま
で
連
続
的
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
す
る
説
が
多
い
(
中
村
一
九
九
五
、

山
下
一
九
九
三
)
。
ま
た
、
ラ
ム
サ

l
ル
条
約
の
登
録
時
に
主
張
さ
れ
た
「
生

態
系
の
持
続
可
能
な
利
用
」
も
、
内
容
は
多
少
異
な
る
が
、
こ
う
し
た
主
張
と

あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
鴨
池
の
生
態
系
の
保
全
と
利
用
、
つ
ま
り
管
理
と
い
う

視
点
か
ら
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
を
振
り
返
り
、
そ
の
歴
史
的
な
変
遷
を
明
ら

か
に
し
た
上
で
、
現
在
の
鴨
池
の
管
理
を
評
価
し
た
。
そ
し
て
、
今
後
の
鴨
池

の
生
態
系
管
理
に
関
す
る
提
案
を
試
み
た
。

も
ち
ろ
ん
、
筆
者
ら
は
現
在
の
鴨
池
の
管
理
が
持
続
可
能
で
な
い
と
主
張
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
干
潟
や
湿
地
な
ど
の
貴
重
な
自
然
環
境
が
破

壊
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
ま
が
り
な
り
に
も
湿
地
環
境
が
保
全
さ
れ
て

き
た
鴨
池
は
、
例
外
的
に
「
貴
重
な
場
所
」
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
鴨
池
の

管
理
が
周
辺
の
生
態
系
や
社
会
情
勢
の
変
化
に
晒
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
対

応
し
て
今
日
ま
で
続
け
ら
れ
て
き
た
し
く
み
に
つ
い
て
、
そ
の
「
秘
訣
」
を
解
明

す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
経
過
に
内
包
さ
れ
た
要
因
は
、
同

様
の
状
況
に
あ
る
生
態
系
の
管
理
に
関
し
て
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
時
代
を
追
っ
て
そ
の
変
化
を
分
析
し
た
。

な
お
、
本
稿
で
用
い
る
生
態
系
の
「
管
理
」
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
て
お
き
た

い
。
例
え
ば
、
呉
(
二

O
O
O
)が
「
里
山
の
自
然
空
間
に
、
市
民
が
維
持
・
管

理
作
業
の
主
体
と
し
て
関
わ
る
」
と
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
生
態
系
の
保
全

に
関
わ
る
過
程
を
「
管
理
」
と
し
て
い
る
例
が
多
い
。
最
近
で
は
、
「
エ
コ
シ
ス

テ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
(
生
態
系
管
理
ご
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
概
念
が
示
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
(
柿
漂
二

O
O
O
)
、
今
ま
で
の
保
全
の
概
念
か
ら
よ
り
進
ん
だ

「
持
続
的
に
生
態
系
を
維
持
す
る
し
く
み
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
こ
う
し
た
生
態
系
全
体
の
保
全
と
利
用
を
秩
序
だ
て
る
エ
コ
シ
ス
テ
ム

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
、
「
生
態
系
の
管
理
」
も
し
く
は
「
管
理
」
と
し
て
使
用
す
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
の
管
理
は
、
生
態
系
を
思
い
の
ま
ま
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

た
り
、
生
態
系
自
体
を
人
為
的
に
管
理
す
る
と
い
う
短
絡
的
な
意
味
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
秋
道
(
一
九
九
九
)
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
資
源
管
理
(
司

goz『

g

B
9
5官
自
由
己
)
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
稿
で
使
用
し
て
い
る
「
生
態
系
」
と
は
、
前
述
し
た
「
エ
コ
シ
ス
テ

ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
(
柿
淳
二

0
0
0、
∞

mwzm呂
田
司
一
九
九
九
)
で
用
い
ら
れ

て
い
る
定
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
生
態
系
は
地
域
の
動
植
物
や
そ
の
生
息
環

境
も
含
め
た
系
で
あ
る
」
と
い
う
従
来
の
生
態
学
的
定
義
に
加
え
、
人
間
と
そ

の
活
動
を
含
め
た
地
域
全
体
を
含
む
系
で
あ
る
。
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二
、
鴨
池
の
生
態
系
の
保
全
と
利
用
の
歴
史
的
変
化

そ
れ
で
は
坂
網
猟
開
始
以
来
の
鴨
池
に
お
け
る
生
態
系
管
理
の
歴
史
に
つ
い

て
、
時
間
を
追
っ
て
整
理
し
て
い
き
た
い
。

一
門
江
戸
時
代

鴨
池
で
狩
猟
が
始
ま
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
元
禄
年
間
二
六
八
八
年
J
一

七
O
四
年
)
と
さ
れ
て
い
る
(
見
附
一
九
九
九
)
。
鴨
池
で
は
そ
れ
以
前
の
二
ハ



七
八
年
か
ら
、
大
聖
寺
藩
が
水
抜
き
工
事
に
よ
っ
て
新
田
開
発
を
進
め
て
お
り
、

す
で
に
カ
モ
が
飛
来
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
当
時
は
ま
だ
狩
猟
の

対
象
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
大
聖
寺
藩
士
、
が
カ
モ
の
群
を
め
が
け
、
魚
を

捕
る
た
め
の
タ
モ
網
を
投
げ
上
げ
た
時
に
カ
モ
が
捕
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ

て
「
坂
網
猟
」
に
よ
る
カ
モ
の
捕
獲
が
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

大
聖
寺
藩
は
鴨
池
へ
の
村
民
の
立
ち
入
り
を
禁
止
し
、
鍛
錬
の
た
め
の
坂
網
猟

を
武
土
だ
け
に
認
め
た
(
大
畑
一
九
九
七
)
。
た
だ
し
、
片
野
村
(
片
野
村
は
一

八
八
九
年
四
月
町
村
制
施
行
後
よ
り
黒
崎
村
、
一
九
三

O
年
一
月
よ
り
橋
立
村
、

一
九
五
二
年
六
月
よ
り
橋
立
町
、
一
九
五
八
年
一
月
よ
り
加
賀
市
片
野
町
と
変

遷
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
わ
か
り
や
す
さ
を
優
先
し
て
、
町
村
制
施
行
ま
で

は
「
片
野
村
」
、
そ
れ
以
降
、
現
在
ま
で
は
「
片
野
町
」
と
表
記
し
た
)
の
住
民
に

よ
る
カ
モ
の
密
猟
は
「
天
狗
」
と
呼
ば
れ
、
大
聖
寺
藩
に
よ
っ
て
黙
認
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
(
宮
本
外
男
氏
か
ら
聞
き
取
り
、
二

O
O
O年
一
一
月
一
八
日
)
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
鴨
池
を
管
理
し
て

い
た
の
は
大
聖
寺
藩
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
大
聖
寺
藩
が
鴨
池
を
所
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鴨
池
の
所
有
権
は
水
田
耕
作
を
行
っ
て
い
た
片
野
村

の
住
民
が
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
片
野
村
の
住
民
に
よ
る
利
用
は
水
田
耕
作

に
限
ら
れ
て
い
た
上
に
、
大
聖
寺
藩
は
片
野
村
に
対
し
て
住
民
の
行
為
や
財
産

処
分
を
決
定
す
る
強
制
力
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
鴨
池
の
生
態
系
や
資

源
は
大
聖
寺
藩
の
「
行
政
権
」
に
よ
っ
て
直
接
、
間
接
的
に
管
理
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
大
聖
寺
藩
は
「
河
廻
方
」
と
い
う
役
人
に
鴨
池
を
巡
回
さ

せ
、
坂
網
猟
の
障
害
と
な
る
坂
場
付
近
の
間
伐
や
枝
打
ち
の
た
め
の
役
人
を
派

遣
し
て
い
た
(
見
附
一
九
九
五
)
。
こ
う
し
た
大
聖
寺
藩
に
よ
る
鴨
池
の
一
元

的
な
管
理
は
生
態
系
の
管
理
に
と
っ
て
は
理
想
的
な
状
態
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

管
理
者
が
複
数
存
在
し
て
管
理
の
権
限
を
争
っ
た
り
、
コ
ス
ト
を
押
し
つ
け
合
っ

た
り
し
て
、
管
理
が
う
ま
く
い
か
な
い
リ
ス
ク
を
避
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
聖
寺
藩
と
片
野
村
の
関
係
は
一
方
的
な
だ
け
で
は
な
く
、
両

者
の
間
に
は
相
利
的
関
係
も
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
大
聖
寺
藩
は
片
野
村

に
対
し
、
坂
網
猟
の
振
興
の
た
め
に
冬
季
に
水
田
に
水
を
張
る
よ
う
命
じ
た
代

償
と
し
て
、
水
田
の
賃
料
で
あ
る
「
団
地
水
溜
料
(
藩
札
九

O
O目
)
」
を
支
払
い
、

租
税
の
軽
減
措
置
を
講
じ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
(
牧
野
一
九
八
六
)
。

こ
の
よ
う
に
、
片
野
村
に
は
大
聖
寺
藩
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
に
よ
っ
て
、
鴨
池

の
持
続
可
能
な
利
用
を
心
が
け
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
(
誘
因
)
が
生
じ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
果
的
に
、
①
大
聖
寺
藩
と
い
う
一
元
的
な
管
理
者
の
存
在
、
③
他
の
利
用

者
の
ル

l
ル
遵
守
を
誘
導
す
る
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
プ
、
③
坂
網
猟
の
捕
獲

選
択
性
と
非
効
率
性
が
水
鳥
資
源
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
鴨
池
の
管
理
は
持
続
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
里
山
は
猟
場

で
あ
る
坂
場
と
し
て
手
入
れ
さ
れ
、
鴨
池
周
辺
の
里
山
と
水
鳥
を
含
め
た
総
合

的
な
生
態
系
管
理
が
成
立
し
て
い
た
。

口
明
治
時
代
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で

江
戸
時
代
の
間
続
い
て
い
た
大
聖
寺
藩
と
片
野
村
の
相
利
的
関
係
に
変
化
が

起
こ
る
の
は
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
大
聖
寺
藩
が
解
体
さ
れ
た
明
治
時
代
初
期

で
あ
る
。

鴨
池
の
生
態
系
を
管
理
し
て
い
た
大
聖
寺
藩
が
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
武
士
の

鍛
錬
と
し
て
の
坂
網
猟
は
そ
の
役
割
を
終
え
、
武
士
以
外
の
住
民
に
も
狩
猟
が

解
放
さ
れ
た
。
管
理
者
の
大
聖
寺
藩
に
よ
る
生
態
系
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
は
廃

藩
と
と
も
に
失
わ
れ
、
特
に
鴨
池
に
飛
来
す
る
水
鳥
に
対
し
て
自
由
に
ア
ク
セ

一随一



ス
可
能
な
状
態
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
鴨
池
で
は
一
時
的
に
管
理
者
を
失
っ

た
状
態
が
生
じ
、
坂
網
猟
師
が
急
増
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
猟
場
が
限
定
さ
れ
て
い
る
坂
網
猟
で
は
、
猟
師
が
増
加
す
る
と
猟

場
の
利
用
を
巡
っ
て
争
い
が
起
こ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
争
い
に
よ
っ

て
混
乱
が
生
じ
た
た
め
、
一
八
七
八
年
に
飛
鳥
井
清
な
ど
が
発
起
人
と
な
っ
て

江
沼
郡
捕
鴨
組
合
(
後
の
大
聖
寺
捕
鴨
猟
区
協
同
組
合
。
以
下
「
捕
鴨
組
合
」
と

い
う
)
が
設
立
さ
れ
(
見
附
一
九
九
五
)
、
水
鳥
の
捕
獲
に
関
す
る
規
約
な
ど
が

決
め
ら
れ
た
。
こ
れ
以
降
、
大
聖
寺
藩
が
行
っ
て
い
た
鴨
池
の
管
理
は
捕
鴨
組

合
に
よ
る
新
た
な
管
理
体
制
へ
と
移
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
水
鳥
資
源
の
利
用
に

関
し
て
坂
網
猟
師
の
支
持
を
得
た
捕
鴨
組
合
が
鴨
池
の
管
理
権
を
持
つ
に
至
っ
た
。

捕
鴨
組
合
の
役
割
は
規
約
の
作
成
や
そ
の
徹
底
ば
か
り
で
は
な
く
、
江
戸
時

代
に
大
聖
寺
藩
が
片
野
村
と
の
間
で
保
っ
て
い
た
相
利
的
関
係
の
継
続
や
生
態

系
の
管
理
も
含
ま
れ
て
い
た
。
大
聖
寺
藩
が
行
っ
て
い
た
優
遇
税
制
措
置
は
、

捕
鴨
組
合
が
片
野
町
か
ら
猟
場
と
し
て
鴨
池
を
借
り
る
代
わ
り
に
、
片
野
町
に

賃
貸
料
を
支
払
う
関
係
へ
と
変
化
し
た
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代
に
「
天
狗
」
と
呼

ば
れ
る
密
猟
者
で
あ
っ
た
片
野
町
の
住
民
の
一
部
も
、
正
式
な
猟
師
と
し
て
坂

網
猟
に
参
加
し
て
い
た
た
め
、
片
野
町
の
住
民
の
中
に
も
か
な
り
の
数
の
坂
網

猟
師
、
が
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
捕
鴨
組
合
と
片
野
町
の
関
係
は
江
戸
時
代
と
異

な
り
、
捕
鴨
組
合
が
強
力
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
利
害
関
係

者
で
あ
る
片
野
町
と
対
等
な
相
利
的
関
係
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ
を
下
に
鴨
池

を
管
理
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
。

ま
た
、
捕
鴨
組
合
は
海
岸
方
面
か
ら
の
飛
砂
に
よ
る
鴨
池
の
縮
小
を
防
ぐ
た

め
、
鴨
池
西
部
に
砂
防
林
を
造
成
す
る
な
ど
、
生
態
系
の
管
理
も
行
っ
て
い
た
。

こ
の
事
業
は
一
八
七

O
年
以
降
、
江
沼
郡
役
所
か
ら
五

O
円
の
補
助
を
得
て
、

大
正
時
代
初
期
ま
で
続
け
ら
れ
た
(
見
附
一
九
九
五
)
。
こ
の
よ
う
な
捕
鴨
組

合
に
よ
る
鴨
池
の
生
態
系
へ
の
「
働
き
か
け
」
は
、
他
者
に
対
す
る
あ
る
種
の
意

思
表
示
と
な
る
の
で
、
鴨
池
の
生
態
系
や
資
源
に
対
す
る
組
合
の
影
響
力
を
強

化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
し
て
、
強
ま
っ
た
影
響
力
は
捕
鴨
組
合
の
存

在
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
管
理
は
外
部
か
ら
の
影
響
に
対
し
て
は
毅
然
と
し
て
い
た
よ
う
で
、
陸

軍
金
沢
第
九
師
団
に
よ
る
鴨
池
周
辺
で
の
発
火
演
習
の
中
止
を
求
め
る
嘆
願
な

ど
も
行
っ
て
い
た
(
牧
野
一
九
八
六
)
。
ま
た
、
一
九
四
七
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
G
H
Q第
八
軍
司
令
官
ウ
ォ

i
カ
l
中
将
ら
が
鴨
池
の
カ
モ
を
銃
で
撃
つ

と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
が
、
敗
戦
直
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の

捕
鴨
組
合
理
事
長
村
田
安
太
郎
氏
の
交
渉
に
よ
っ
て
、

G
H
Qに
よ
る
銃
猟
は

そ
れ
以
降
中
止
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
(
見
附
一
九
九
五
、
今
出
豊
正
氏
・

東
重
次
氏
か
ら
聞
き
取
り
、
二

O
O
O年
一
一
月
一
八
日
)
。

明
治
時
代
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
継
続
し
た
捕
鴨
組
合
に
よ
る
管
理

は
、
捕
鴨
組
合
と
片
野
町
の
住
民
と
い
う
「
地
縁
や
集
落
組
織
に
よ
る
閉
じ
た

生
態
系
管
理
」
で
あ
り
、
鴨
池
の
歴
史
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
「
時
代
」
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
鴨
池
の
所
有
権
が
片
野
町
の
住
民
に
あ
り
な
が
ら
、

捕
鴨
組
合
の
管
理
権
が
優
先
し
、
そ
れ
が
継
続
で
き
た
理
由
と
し
て
、
①
水
鳥

資
源
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
か
ら
所
有
者
以
外
が
管
理
し
て
き
た
実
績
と
ノ
ウ

ハ
ウ
が
あ
っ
た
、
②
明
治
時
代
に
フ
リ
l
ア
ク
セ
ス
資
源
と
な
っ
た
鴨
池
の
水

鳥
資
源
を
巡
る
危
機
を
関
係
者
が
経
験
し
、
管
理
の
必
要
性
を
感
ず
る
状
況
に

あ
っ
た
、
③
新
た
な
管
理
者
と
な
っ
た
捕
鴨
組
合
が
鴨
池
の
生
態
系
の
保
全
の

た
め
に
積
極
的
に
努
力
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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日
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
坂
網
猟
の
衰
退
期
ま
で

江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
坂
網
猟
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
社
会
情
勢



の
激
し
い
変
化
に
晒
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
戦
中
の
経
過
に
関
し
て
十
分
な
資

料
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
捕
鴨
組
合
の
体
制
は
維
持
さ
れ
て

い
た
の
で
、
明
治
時
代
以
降
の
鴨
池
の
管
理
体
制
に
極
端
な
変
化
が
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
以
下
で
、
残
さ
れ
て
い
る
公
式
の
統
計
資
料
か
ら
坂
網
猟
の

変
化
を
追
っ
て
み
た
い
。

図
l

1
に
示
す
よ
う
に
、
坂
網
猟
に
関
わ
る
猟
師
数
(
入
猟
者
数
)
は
一
九
五

羽

0
年
代
後
半

か
ら
一
九
六

0
年
代
前
半

に
ピ
l
ク
を

迎
え
た
。
し

か
し
、
そ
れ

以
降
一
九
七

0
年
代
初
頭

に
か
け
て
入

猟
者
数
は
減

少
し
、
そ
の

後
も
漸
減
し

な
が
ら
三

O

名
前
後
で
推

移
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

入
猟
者
数
の

変
化
は
高
度

経
済
成
長
期

50 
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10 
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図一1 鴨池における入猟者数と一人あたり捕鴨数の推移

林野庁『狩猟統計』および環境庁『鳥獣関係統計』から作成

注)一九七九年から一九八九年の入猟者数のデータが信!慢性lこ乏しいため割愛した。

を
は
さ
ん
で
、
増
加
す
る
前
期
と
減
少
す
る
後
期
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
戦
後
に
入
猟
者
数
が
増
加
し
た
理
由
と
し
て
、
収
入
源
と
し
て
の
魅

力
が
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
戦
後
は
一
四

O
名
も
の
猟
師
が
い
た
と
い
う
証
言

も
あ
り
(
山
本
ほ
か
一
九
九
九
)
、
坂
網
猟
の
隆
盛
が
わ
か
る
。
ま
た
、
当
時

は
カ
モ
一
羽
が
四

O
O円
で
取
り
引
き
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
の
月
給
が
二
、

O
O
O
J五、

0
0
0円
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
短
時
間
の
狩
猟
で
良

い
収
入
源
と
な
っ
て
い
た
。
坂
網
猟
で
得
ら
れ
た
収
入
は
冠
婚
葬
祭
の
費
用
な

ど
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
(
前
出
、
宮
本
氏
の
聞
き
取
り
)
。

し
か
し
、
そ
の
後
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
、
入
猟
者
数
は
減
少
に
向
か
っ

た
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
現
役
猟
師
の
山
本
幸
次
郎
氏
は
、
高
度
経
済
成
長

に
よ
っ
て
所
得
水
準
が
高
ま
り
、
坂
網
猟
に
頼
ら
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
と
述

べ
て
い
る
(
山
本
幸
次
郎
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
、
二

O
O
一
年
一

O
月
六
日
)
。

ま
た
元
猟
師
の
二
羽
末
雄
氏
は
、
坂
網
猟
の
た
め
に
会
社
を
早
退
す
る
こ
と
に

対
し
て
勤
務
先
の
理
解
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
引
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
、

当
時
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
(
二
羽
末
雄
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
、
二

O
O
O

年一

O
月
五
日
)
。

一
方
、
一
人
あ
た
り
の
捕
鴨
数
は
一
九
五
三
年
度
の
四
九
羽
が
最
も
多
い
。

入
猟
者
の
多
か
っ
た
一
九
五
七
年
度
と
一
九
六
三
年
度
を
除
く
と
、
捕
鴨
数
は

一
九
七

0
年
代
後
半
ま
で
三
五
J
四
O
羽
で
ほ
ぼ
一
定
し
て
い
た
(
図
|

1

)
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
一
人
あ
た
り
一

O
数
羽
で
推
移
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
数
は
、
宮
本
氏
の
証
言
(
前
出
、
宮
本
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
)
や
現
役
猟
師

の
小
坂
外
喜
雄
氏
の
証
言
(
小
坂
外
喜
雄
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
、
二

O
O
O年

一
一
月
一
八
日
)
と
一
致
す
る
。

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、
鴨
池
へ
の
入
猟
者
数
が
減
少
し
た
時
期
(
一
九
六

0

年
代
)
と
、
猟
師
一
人
あ
た
り
の
捕
鴨
数
が
減
少
し
た
時
期
(
一
九
七

0
年
代
以
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降
)
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
に
、
坂
網
猟
の
衰
退
の
原
因
と
し

て
「
対
象
と
す
る
資
源
」
で
あ
る
カ
モ
の
飛
来
数
の
減
少
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
用
い
た
資
料
か
ら
推
察
す
る
限
り
、
資
源
の
減
少

↓
一
人
あ
た
り
の
収
穫
の
逓
減
↓
坂
網
猟
で
十
分
な
収
入
が
得
ら
れ
な
く
な

る
↓
坂
網
猟
師
が
減
少
す
る
と
い
う
「
狩
猟
衰
退
の
通
例
」
が
あ
て
は
ま
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
カ
モ
の
個
体
数
の
減
少
が
坂
網
猟
の
衰
退
の
主
因
と
は
考
え
に

く
い
。と

こ
ろ
で
、
環
境
省
白
本
野
鳥
の
会
の
定
期
的
な
調
査
に
よ
る
と
、
カ
モ
を

含
む
鴨
池
の
水
鳥
の
個
体
数
は
一
九
七
九
年
度
の
約
四
五
、

0
0
0羽
か
ら
、

二
0
0
0年
度
に
は
約
五
、

0
0
0羽
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
生
態
系
の
変

化
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

個
体
数
が
減
少
し
た
原
因
と
し
て
、
ま
ず
周
辺
地
域
の
銃
猟
禁
止
区
域
の
拡

大
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
鴨
池
内
は
禁
猟
区
、
鴨
池
に
隣
接
す
る
里
山
は

銃
猟
禁
止
区
域
、
周
辺
地
域
は
銃
猟
区
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
坂
網
猟
と
比
べ
、

銃
猟
は
遠
く
か
ら
で
も
獲
物
を
得
る
と
と
が
で
き
、
水
鳥
に
と
っ
て
銃
猟
区
は

危
険
な
場
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鴨
池
の
東
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る

木
場
潟
(
石
川
県
小
松
市
)
は
周
囲
に
広
大
な
水
田
が
広
が
り
、
水
鳥
の
餌
場
と

し
て
良
好
な
環
境
で
あ
っ
た
が
、
以
前
は
銃
猟
区
で
あ
っ
た
た
め
水
鳥
は
ほ
と

ん
ど
飛
来
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
一
年
に
木
場
潟
が
銃
猟
禁
止
区
域

に
な
る
と
、
多
数
の
水
鳥
の
生
息
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
様
の
状

況
は
北
潟
湖
(
福
井
県
芦
原
町
)
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
鴨
池
周
辺
の
水
田
の
乾
田
化
や
休
耕
田
化
に
よ
っ
て
採
餌
環
境
が
悪

化
し
た
こ
と
も
、
水
鳥
の
減
少
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
、
鴨
池

周
辺
の
農
家
で
は
冬
季
も
水
田
に
水
を
張
り
、
水
鳥
の
餌
場
や
休
息
の
場
を
確

保
し
て
き
た
。
し
か
し
、
減
反
政
策
や
用
水
路
の
暗
渠
化
に
よ
っ
て
鴨
池
周
辺

の
餌
場
が
減
少
し
、
水
鳥
の
生
息
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
。

同
様
に
、
片
野
町
の
住
民
が
鴨
池
内
で
行
っ
て
い
た
水
田
耕
作
も
、
減
反
政

策
の
影
響
で
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
一
九
六

O
年
頃
に
は
片
野
町
の
六
五

軒
の
う
ち
六
二
軒
が
合
計
五
九
、
七
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル
の
水
田
を
保
有
し
て

い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
六
七
年
頃
か
ら
減
少
し
て
い
っ
た
(
前
出
、
今

出
・
東
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
)
。
鴨
池
の
場
合
、
一
般
的
な
農
業
後
継
者
の
不

足
と
い
う
理
由
に
加
え
て
、
①
冬
季
に
水
田
に
水
を
張
っ
て
池
に
す
る
の
で
、

毎
年
春
に
な
る
と
畦
を
再
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
水
田
が
深
い
た
め
、

農
作
業
の
機
械
化
、
か
進
ま
な
い
な
ど
の
事
情
も
あ
っ
た
。
鴨
池
内
の
水
田
耕
作

の
衰
退
に
よ
っ
て
、
片
野
町
の
住
民
は
次
第
に
鴨
池
と
の
関
わ
り
が
希
薄
に
な
っ

て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
鴨
池
近
傍
に
北
陸
自
動
車
道
が
開
通
し
た
こ
と
が
、
カ
モ
の
個
体

数
減
少
の
原
因
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
宮
本
氏
は
一
九
七
三
年
に
開
通

し
た
北
陸
自
動
車
道
に
よ
っ
て
カ
モ
の
飛
来
ル

l
卜
が
変
わ
り
、
か
つ
て
「
名

場
」
と
呼
ば
れ
た
坂
場
で
カ
モ
が
ほ
と
ん
ど
捕
れ
な
く
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

(
前
出
、
宮
本
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
)
。
北
陸
自
動
車
道
が
ど
の
程
度
影
響
を
及

ぼ
し
た
か
に
つ
い
て
、
当
時
の
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
記
録
な
ど
の
科
学
的
な
分

析
結
果
は
な
い
が
、
開
通
後
の
一
九
七
五
年
頃
か
ら
捕
鴨
数
は
明
ら
か
に
減
少

し
て
お
り
(
図

1
)
、
伺
ら
か
の
因
果
関
係
が
懸
念
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
証
言
や
記
録
な
ど
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
坂
網
猟
の
衰
退
の

原
因
は
鴨
池
の
生
態
系
の
変
化
と
い
う
よ
り
も
、
坂
網
猟
師
や
片
野
町
の
住
民

を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
変
化
と
結
論
づ
け
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

鴨
池
の
生
態
系
管
理
が
地
縁
や
集
落
組
織
と
い
っ
た
内
部
の
関
係
者
や
そ
の
条

件
だ
け
で
は
進
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
、
銃
猟
禁

止
区
域
の
増
加
や
減
反
政
策
、
北
陸
自
動
車
道
の
開
通
な
ど
と
い
っ
た
社
会
情
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勢
の
変
化
は
、
鴨
池
の
管
理
者
だ
け
の
力
で
は
解
決
で
き
な
い
。
生
態
系
の
管

理
は
生
態
系
の
状
態
の
変
化
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ

以
上
に
生
態
系
を
利
用
す
る
側
の
社
会
情
勢
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が
、
鴨

池
の
生
態
系
管
理
の
歴
史
か
ら
わ
か
る
。

そ
し
て
坂
網
猟
の
衰
退
は
、
鴨
池
の
生
態
系
管
理
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
。
例
え
ば
、
坂
網
猟
を
行
う
た
め
に
は
猟
場
で
あ
る
里
山
の
草
刈
り
や
樹

木
の
刈
り
込
み
な
ど
が
必
要
で
あ
る
が
、
坂
網
猟
師
の
減
少
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
作
業
が
十
分
に
行
き
届
か
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
鴨
池
周
辺
の

里
山
が
荒
廃
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
片
野
町
の
住
民
は
水
田
耕
作
を
放
棄
し
た

が
、
依
然
と
し
て
そ
の
所
有
者
で
あ
り
、
所
有
と
利
用
の
分
離
と
い
う
問
題
が

発
生
し
て
い
る
。
生
態
系
管
理
の
観
点
か
ら
、
管
理
に
関
与
す
る
こ
と
の
で
き

る
権
利
を
持
っ
た
者
が
そ
の
生
態
系
に
関
わ
る
度
合
い
が
少
な
い
と
、
管
理
が

う
ま
く
い
か
な
く
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

四
鴨
池
の
非
消
費
的
利
用
の
拡
大

戦
後
、
捕
鴨
組
合
と
片
野
町
の
住
民
に
よ
る
鴨
池
の
「
閉
じ
た
生
態
系
管
理
」

に
変
化
が
起
こ
る
の
は
、
鴨
池
に
新
た
な
利
用
者
が
現
れ
た
一
九
八

O
年
頃
で

あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
坂
網
猟
師
も
片
野
町
の
住
民
も
鴨
池
を
直
接
的
に
利
用
し
、

果
実
を
入
手
す
る
と
い
う
生
産
機
能
に
価
値
を
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
新

た
に
出
現
す
る
利
用
者
は
「
非
利
用
価
値
」
や
「
非
消
費
的
価
値
」
に
対
す
る
関
心

を
持
っ
て
い
た
。

最
初
に
現
れ
た
利
用
者
は
、
バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
!
と
観
光
客
で
あ
る
。
バ
ー

ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は
一
九
八

O
年
頃
に
は
す
で
に
鴨
池
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
た

(
中
村
一
九
九
五
)
。
バ

l
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は
鳥
類
保
護
を
掲
げ
て
い
る
の

で
、
当
初
は
坂
網
猟
師
に
と
っ
て
脅
威
と
思
わ
れ
、
必
ず
し
も
好
意
的
に
受
け

入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
全
体
の
「
自
然
保
護
」
の
風
潮
を
受
け
て
、

鴨
池
で
も
そ
の
人
数
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
パ

i
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は
鴨
池
の

生
態
系
を
直
接
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
大
き
な
影
響
を
与
え
な
い
こ

と
に
重
点
を
置
く
非
消
費
的
利
用
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
敷
回
二
九

九
八
)
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
鴨
池
観
察
館
の
入
場
者
の
約
三
分
の
一
が
「
バ

l
ド

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
目
的
と
す
る
」
と
答
え
て
い
る
。

ま
た
観
光
に
つ
い
て
は
、
鴨
池
観
察
館
の
来
訪
者
の
う
ち
約
三
分
の
一
が
観

光
目
的
で
あ
っ
た
(
敷
田
一
九
九
八
)
。
そ
も
そ
も
鴨
池
観
察
館
の
建
設
の
際

に
、
観
光
客
の
訪
問
先
の
一
つ
と
し
て
鴨
池
を
「
開
発
」
し
た
い
と
い
う
加
賀

市
の
意
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
鴨
池
は
多
く
の
水
鳥
が
集
ま
る
場
所

で
あ
り
、
都
市
か
ら
の
観
光
客
を
魅
了
す
る
景
観
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
観

光
利
用
上
の
価
値
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
観
光
利
用
も
不
用
意

な
開
発
行
為
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
生
態
系
に
大
き
な
負
荷
を
与
え
る
リ
ス
ク
は

少
な
い
。
そ
の
点
で
、
パ

l
ド
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ
と
同
じ
く
鴨
池
の
生
態
系
に
と
っ

て
好
ま
し
い
利
用
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
一
九
九

0
年
代
に
入
る
と
、
環
境
保
全
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を

背
景
に
、
鴨
池
の
「
環
境
教
育
の
場
」
と
し
て
の
利
用
が
活
発
化
し
た
。
加
賀
市

内
の
小
中
学
校
に
よ
る
こ
う
し
た
利
用
は
活
発
で
あ
る
。
ま
た
、
「
鴨
池
た
ん

ぽ
ク
ラ
ブ
」
に
よ
る
水
田
耕
作
は
一
九
九
六
年
に
始
ま
り
、
水
鳥
の
給
餌
促
進

と
い
う
形
で
生
態
系
管
理
に
参
加
し
て
い
る
ほ
か
、
環
境
教
育
の
機
会
に
も
な
っ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
坂
網
猟
の
縮
小
と
水
田
耕
作
の
衰
退
に
並
行
し
て
、
鴨
池

に
は
パ

l
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ

l
や
観
光
客
、
環
境
教
育
の
参
加
者
、
さ
ら
に
は
観

光
客
を
運
ぶ
業
者
、
観
光
振
興
や
環
境
教
育
の
場
づ
く
り
を
め
ざ
す
加
賀
市
ま

で
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
以
前
と
比
べ
て
は
る
か
に
多
様
化
し
て
い
る
。
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三
、
鴨
池
の
生
態
系
管
理
の
変
遷
と
今
後
の
管
理
の
あ
り
方

生産と武士の鍛錬の場

「一寸 直 m 餌岨爪但岬 鍛錬の場

団11 士まごまご ト医l
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収入の場
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《片品局員五 1

さ
ら
に
、
観
光
利
用
の
開
始
と
坂
網
猟
や
水
田
耕
作
の
縮
小
に
よ
っ
て
、
鴨
池

は
わ
ず
か
な
「
生
産
の
場
」
と
「
観
光
資
源
の
提
供
の
場
」
と
な
っ
た
。
現
在
は
坂

網
猟
に
よ
る
「
生
産
の
場
」
と
、
「
環
境
教
育
の
場
」
、
あ
る
い
は
「
自
然
保
護
の

場
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
鴨
池
の
利
用
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
鴨
池
の
生
態
系
や
そ
の
利
用

を
規
定
す
る
管
理
の
あ
り
方
も
変
化
し
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
江
戸
時
代
に
大
聖

寺
藩
の
「
管
理
権
に
よ
る
管
理
」
が
い
っ
た
ん
完
成
し
た
。
そ
の
際
に
、
大
聖
寺

藩
は
一
元
的
な
管
理
を
進
め
な
が
ら
、
所
有
者
で
あ
る
片
野
村
に
対
し
て
経
済

的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
と
い
う
、
地
域
と
の
連
携
の
上
に
持
続
可
能
な

し
く
み
を
完
成
さ
せ
た
。
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こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
鴨
池
で
は
時
代
に
よ
っ
て
利
用
者
が
多
様

化
し
た
だ
け
で
な
く
、
利
用
形
態
も
次
々
と
変
化
し
て
き
た
。
社
会
情
勢
の
変

化
と
と
も
に
、
人
々
は
鴨
池
に
新
た
な
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
価
値
を
体
験
し

よ
う
と
す
る
欲
求
や
要
望
に
応
え
る
よ
う
な
利
用
が
新
た
に
発
生
し
た
。
ま
た
、

利
用
者
が
特
定
で
き
た
坂
網
猟
や
水
田
耕
作
だ
け
で
は
な
く
、
観
光
客
の
よ
う

な
不
特
定
多
数
の
利
用
者
が
出
現
し
た
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。

鴨
池
の
利
用
の
歴
史
的
変
遷
を
ま
と
め
る
と
図
|

2

の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず

江
戸
時
代
に
、
大
聖
寺
藩
の
坂
網
猟
と
片
野
村
に
よ
る
水
田
耕
作
が
優
遇
措
置

と
餌
場
の
提
供
に
よ
っ
て
相
利

的
関
係
を
築
き
、
「
生
産
と
武

士
の
鍛
錬
の
場
」
と
し
て
利
用

が
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
明

治
時
代
に
入
っ
て
大
聖
寺
藩
が

な
く
な
る
と
、
そ
れ
に
代
わ
っ

て
利
用
者
と
な
っ
た
捕
鴨
組
合

(
坂
網
猟
師
)
と
片
野
町
の
水
田

耕
作
に
よ
る
「
生
産
の
場
」
に
変

わ
っ
て
い
く
。
こ
の
利
用
形
態

が
戦
後
ま
で
続
く
が
、
水
田
耕

作
の
減
少
と
パ

l
ド
ウ
ォ
ッ
チ

ン
グ
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
鴨
池

は
「
生
産
の
場
」
と
「
バ
l
ド
ウ
ォ
ッ

チ
ン
グ
の
場
」
に
変
化
し
た
。
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し
か
し
、
明
治
時
代
に
な
る
と
大
聖
寺
藩
の
廃
藩
に
よ
っ
て
こ
の
均
衡
が
失

わ
れ
、
一
時
的
混
乱
を
経
た
後
、
捕
鴨
組
合
が
坂
網
猟
を
管
理
し
始
め
た
。
そ

し
て
、
捕
鴨
組
合
と
水
田
耕
作
を
続
け
る
片
野
町
の
住
民
と
の
利
害
の
一
致
に

よ
っ
て
、
鴨
池
の
生
態
系
や
資
源
を
維
持
し
て
い
た
(
「
利
害
関
係
者
に
よ
る
管

理」)。戦
後
、
社
会
情
勢
や
生
態
系
の
変
化
が
坂
網
猟
の
衰
退
と
水
田
耕
作
の
縮
小

を
も
た
ら
し
、
「
利
害
関
係
者
に
よ
る
管
理
」
は
弱
体
化
し
た
。
ま
た
、
パ

l
ド

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
や
観
光
、
環
境
教
育
な
ど
、
従
来
と
異
な
る
不
特
定
多
数
の
地

域
外
住
民
に
よ
る
利
用
の
増
加
や
非
消
費
的
利
用
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
鴨
池
の

利
用
状
況
は
大
き
く
変
化
し
た
。
も
は
や
、
利
害
関
係
者
だ
け
に
よ
る
「
閉
じ

た
管
理
」
は
利
用
者
の
多
様
化
や
新
た
な
利
用
形
態
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
現
在
の
鴨
池
で
は
従
来
の
管
理
体
制
と
利
用
者
の
黍
離
が
起
こ
っ

て
い
る
。
そ
の
上
、
鴨
池
に
対
す
る
加
賀
市
民
の
関
心
は
、
必
ず
し
も
高
い
と

は
言
え
な
い
(
小
杉
山
一
九
九
九
)
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
管
理
の
危
機
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
解
決
を
図
れ
ば

よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
前
の
大
聖
寺
藩
の
よ
う
な
強
力
な
管
理
者
を
再
現
し
て
、

鴨
池
の
管
理
を
再
構
築
す
る
選
択
肢
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
明

治
時
代
か
ら
戦
後
ま
で
続
い
た
捕
鴨
組
合
に
よ
る
管
理
体
制
の
強
化
も
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
管
理
は
農
村
社
会
の
緊
密
な
人
間
関
係
を
前
提

に
し
た
管
理
で
あ
り
、
現
代
で
再
現
し
て
も
地
域
の
生
態
系
を
守
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
、
鬼
頭
(
一
九
九
九
)
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
外
住
民
に
よ

る
不
特
定
多
数
の
利
用
を
無
視
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
、
強
力
な
単
一
の
管
理

者
に
よ
る
鴨
池
の
生
態
系
管
理
の
可
能
性
は
低
い
。

現
在
の
鴨
池
に
は
、
直
接
的
に
鴨
池
を
利
用
す
る
坂
網
猟
師
、
非
消
費
的
に

利
用
す
る
パ

l
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
や
観
光
客
、
環
境
教
育
の
参
加
者
、
そ
し
て

地
域
振
興
の
た
め
に
間
接
的
に
利
用
す
る
加
賀
市
な
ど
、
多
く
の
利
用
者
が
存

在
す
る
。
今
後
は
こ
う
し
た
利
用
者
を
受
け
入
れ
る
よ
う
な
「
聞
か
れ
た
管
理
」

が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
利
用
者
に
資
源
の
利
用
機
会
を
一
方
的
に
開
放
す

る
だ
け
で
は
、
生
態
系
を
保
全
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
管
理
の
自
律
性

も
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
利
用
者
に
よ
る
鴨
池
の
利
用
機
会

を
ひ
と
と
お
り
認
め
た
上
で
、
彼
ら
を
管
理
者
と
し
て
扱
う
「
利
用
者
に
よ
る

管
理
」
、
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
利
用
者
に
よ
る
管
理
」
は
単
な
る

参
加
型
管
理
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
利
用
者

に
等
し
く
鴨
池
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
保
証
し
た
上
で
、
鴨
池
の
生
態
系
の
利
用

だ
け
で
な
く
、
保
全
も
含
め
た
「
働
き
か
け
の
度
合
い
」
に
応
じ
て
管
理
に
関
す

る
権
限
や
発
言
権
を
認
め
て
い
く
と
い
う
点
で
、
単
な
る
参
加
型
管
理
と
は
異

な
る
。
こ
の
生
態
系
の
保
全
や
利
用
に
対
す
る
「
働
き
か
け
の
度
合
い
」
を
考
慮

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
管
理
の
自
律
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
際
、
「
利
用
者
に
よ
る
管
理
」
は
不
特
定
多
数
の
地
域
外
住
民
も
含
め

た
多
様
な
利
用
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鴨
池
の
生
態
系
は
、
「
賢
明
な
利
用
」
が
認
め
ら
れ
て
ラ
ム
サ
l
ル
条
約
の
登

録
湿
地
に
な
っ
た
が
、
今
後
も
持
続
可
能
な
利
用
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
に
も
、
生
態
系
管
理
の
し
く
み
の
再
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
江
戸

時
代
か
ら
三

O
O年
以
上
続
い
て
き
た
鴨
池
の
生
態
系
管
理
は
、
明
治
時
代
初

期
の
危
機
を
捕
鴨
組
合
の
枠
組
み
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
て
き
た

歴
史
を
持
つ
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
管
理
シ
ス
テ
ム
の
危
機
に
あ
る
時
こ
そ
、

こ
れ
ま
で
の
鴨
池
の
「
知
恵
」
を
見
直
し
、
新
た
な
管
理
を
創
造
す
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
は
今
ま
で
の
よ
う
な
「
閉
じ
た
管
理
」
で
は
な
く
、
「
聞
か
れ
た
管
理
」

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
鴨
池
の
過
去
の
管
理
が
地
域
と
の
相
利
的
関
係
に
基
づ

い
て
い
た
よ
う
に
、
将
来
に
向
け
た
持
続
可
能
な
生
態
系
管
理
も
、
地
域
社
会
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や
経
済
と
の
新
た
な
関
係
を
築
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
後
の
鴨
池

の
管
理
は
地
域
や
利
用
者
間
の
関
係
を
再
構
築
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

〔
付
記
〕

本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
山
本
幸
次
郎
氏
や
小
坂
外
喜
雄
氏
ほ
か
大
聖

寺
捕
鴨
猟
区
協
同
組
合
の
皆
様
、
二
羽
末
雄
氏
や
今
出
豊
正
氏
、
東
重
次
氏
ほ

か
片
野
町
の
皆
様
、
元
坂
網
猟
師
の
宮
本
外
男
氏
ほ
か
多
く
の
関
係
者
に
お
世

話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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