
Title 近世における堤外地利用の変遷 : 摂津国神崎川堤外
地を対象に

Author(s) 片山, 早紀

Citation 待兼山論叢. 史学篇. 2014, 48, p. 1-28

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/56612

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



近
世
に
お
け
る
堤
外
地
利
用
の
変
遷  

︱
摂
津
国
神
崎
川
堤
外
地
を
対
象
に
︱

片 

山　

 

早 

紀

キ
ー
ワ
ー
ド
：
堤
防
／
堤
外
地
／
新
田
開
発
／
神
崎
川
／
淀
川
水
系

は
じ
め
に

　

近
世
に
お
い
て
積
極
的
な
農
業
利
用
・
開
発
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
の
一
つ
に
︑﹁
堤て
い

外が
い

地ち

﹂
が
あ
る
︒
堤
外
地
と
は
︑
集
落
か
ら
見

て
堤
防
の
外
側
︑
す
な
わ
ち
川
岸
や
川
中
の
土
地
を
指
す
︒
堤
防
の
外
側
に
は
︑
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
土
砂
の
堆
積
に
よ
っ
て
洲
や
島

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
堤
外
の
﹁
外そ
と

島し
ま

﹂﹁
附つ
き

洲す

﹂
な
ど
と
呼
ば
れ
た
︒
人
々
が
洲
や
島
を
新
た
な
土
地
と
し
て
認
識
す
る

と
︑
採
草
地
と
し
て
利
用
す
る
ほ
か
︑
柴
・
葭
な
ど
を
生
育
し
て
刈
り
取
る
た
め
の
区
域
を
設
定
し
た
り
︑
あ
る
い
は
可
能
で
あ
れ
ば
田

畑
を
開
墾
し
た
り
す
る
場
合
も
あ
っ
た
︒

　

活
用
可
能
な
土
地
が
増
え
る
こ
と
は
︑
村
に
と
っ
て
も
︑
そ
し
て
年
貢
を
徴
収
す
る
領
主
に
と
っ
て
も
歓
迎
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
︒

し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
新
し
い
土
地
の
出
現
が
そ
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
論
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
︒
ま
た
治
水
の

観
点
か
ら
は
︑
洲
や
島
が
水
の
運
行
を
妨
げ
洪
水
を
招
く
危
険
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
よ
っ
て
堤
外
地
の
利
用
・
開
発
に
あ
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た
っ
て
は
︑
洪
水
の
危
険
と
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
収

益
と
を
︑
常
に
天
秤
に
か
け
て
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
水
量
・
水
勢
の
変
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
洪
水
被

害
の
拡
大
が
︑
直
接
開
発
に
携
わ
る
川
筋
の
村
々
だ
け
で
な

く
︑
内
陸
の
村
や
対
岸
の
村
へ
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
も

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

　

本
稿
で
は
︑
摂
津
国
島し
ま

下し
も

郡
別べ

府ふ

村
︵
現
大
阪
府
摂
津

市
︶
を
対
象
に
︑
近
世
畿
内
に
お
け
る
堤
外
地
の
利
用
実
態

に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒

　

近
世
の
別
府
村
は
︑
淀
川
の
分
流
神
崎
川
と
︑
神
崎
川
に

別
府
村
の
北
西
角
で
合
流
す
る
安あ

威い

川が
わ

と
い
う
二
本
の
川
に

挟
ま
れ
た
低
湿
地
に
位
置
し
て
お
り
︵︻
図
1
︼︶︑﹁
旧
高
旧

領
取
調
帳
﹂
の
村
高
は
八
三
七
石
余
で
あ
る
︶
1
︵

︒
ま
た
領
主
の

変
遷
は
︑
明
暦
二
年
︵
一
六
五
六
︶
ま
で
は
板
倉
重
宗
領
︑

重
宗
が
下
総
国
関
宿
藩
へ
移
っ
た
の
ち
寛
文
九
年
︵
一
六
六

九
︶
ま
で
幕
府
領
︑
そ
の
後
は
幕
末
ま
で
旗
本
仙
石
氏
領
と

な
っ
て
い
る
︶
2
︵

︒
立
地
上
水
害
が
頻
発
す
る
上
︑
近
隣
村
と
は

内
水
の
排
水
を
め
ぐ
っ
て
複
雑
な
水
利
関
係
を
形
成
し
て
お

図1　別府村と淀川・神崎川・安威川 の位置
左：明治18年測量、同20年製版 大日本帝国陸地測量部作製二万分一地形図「吹田村」より作成
右：元禄4年（1691）12月〔淀川中流右岸川絵図〕（部分。摂津市所蔵）
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近世における堤外地利用の変遷

り
︑
用
悪
水
の
処
理
が
常
に
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
︒

　

神
崎
川
が
付
け
替
え
ら
れ
る
明
治
一
一
年
︵
一
八
七
八
︶
以
前
は
︑
別
府
村
の
西
面
全
体
に
堤
防
が
築
か
れ
︑
国
役
堤
に
指
定
さ
れ
て

い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
堤
防
の
描
く
曲
線
か
ら
想
定
さ
れ
る
神
崎
川
の
流
水
幅
と
実
際
の
そ
れ
と
の
間
に
は
︑
実
は
す
で
に
一
七
世
紀
半
ば

の
段
階
で
か
な
り
の
乖
離
が
生
じ
て
い
る
︒
堤
防
と
流
水
の
狭
間
に
で
き
た
洲
に
早
く
か
ら
人
の
手
が
入
り
︑
田
畑
・
葭
場
と
し
て
活
用

さ
れ
た
こ
と
で
︑
川
幅
が
狭
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
内
葭
場
は
︑
一
七
世
紀
後
半
に
一
度
利
用
が
規
制
さ
れ
た
の
ち
︑
一
八
世
紀

半
ば
に
﹁
別
府
村
新
田
﹂
と
呼
ば
れ
る
新
田
が
開
か
れ
る
の
だ
が
︑
そ
の
開
発
過
程
は
史
料
で
段
階
的
に
追
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
幕

末
期
に
新
田
地
主
で
あ
っ
た
別
府
村
庄
屋
の
堤
八
作
家
が
関
係
書
類
一
式
を
引
き
継
い
だ
と
見
ら
れ
︑
同
家
由
来
の
文
書
群
か
ら
は
別
府

村
堤
外
地
に
関
す
る
多
数
の
史
料
が
発
見
さ
れ
た
︶
3
︵

︒ 

特
定
の
堤
外
地
の
変
遷
を
長
期
的
に
観
察
で
き
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
︒

　

畿
内
に
お
け
る
堤
外
地
利
用
に
関
し
て
は
︑
一
部
自
治
体
史
等
で
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
︑
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
は
な
か
っ
た
︶
4
︵

︒
近
年

の
村
田
路
人
氏
の
研
究
︶
5
︵

に
よ
っ
て
よ
う
や
く
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
︑
同
氏
の
分
析
の
主
眼
は
︑
無
秩
序
な
利
用
を
制
御

せ
ん
と
す
る
幕
府
の
治
水
政
策
に
置
か
れ
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
神
崎
川
堤
外
地
の
利
用
実
態
の
時
期
的
変
化
を
追
っ
て
い
く
と
と
も

に
︑
河
川
に
面
し
た
地
域
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
た
い
︒

一　

神
崎
川
「
古
国
役
堤
」
築
造
と
近
世
初
期
の
堤
外
地
利
用

　

明
治
一
一
年
︵
一
八
七
八
︶
の
改
修
工
事
に
よ
る
直
川
化
ま
で
︑
神
崎
川
は
︑
別
府
村
の
隣
村
一ひ
と

津つ

屋や

村
の
地
先
で
淀
川
か
ら
分
流

し
︑
別
府
村
の
西
側
を
北
上
し
た
あ
と
︑
安
威
川
と
合
流
し
て
大
き
く
西
へ
と
湾
曲
す
る
流
路
を
と
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
神
崎
川
に

面
す
る
別
府
村
の
西
側
全
体
に
堤
防
が
築
か
れ
て
い
た
の
だ
が
︑
こ
の
堤
防
に
は
﹁
古
国
役
堤
﹂
と
﹁
新
国
役
堤
﹂
の
二
種
類
が
存
在
し
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た
︒
新
古
の
呼
び
分
け
は
各
堤
防
の
築
造
年
代
の
差
に
よ
る
も
の
で
︑

特
徴
と
し
て
は
︑
新
国
役
堤
が
古
国
役
堤
南
半
の
外
側
に
築
造
さ
れ
︑

二
重
堤
を
形
成
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︵︻
図
2
︼
参
照
︶︒

　
﹁
別
府
村
外
嶋
堤
出
来
之
覚
︶
6
︵

﹂
に
よ
れ
ば
︑
古
国
役
堤
は
︑
慶
長
一

五
年
︵
一
六
一
〇
︶
に
大
野
治
房
の
普
請
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
長
さ
五

九
一
間
の
堤
と
あ
る
︒
築
造
当
時
は
こ
の
堤
防
近
辺
ま
で
川
水
が
あ
っ

た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
が
︑
神
崎
川
が
淀
川
か
ら
分
か
れ
る
曲
線
の
内
側
に
あ
た
る

別
府
村
側
は
︑
元
来
土
砂
の
堆
積
し
や
す
い
場
所
で
︑
特
に
分
流
口
に
近
い
南
半
に
は
堤
防
の
外
側
に
広
く
洲
が
付
い
た
︵
史
料
中
の
他

の
外
島
・
附
洲
と
区
別
す
る
た
め
︑
以
降
こ
の
洲
を
︿
外
島
﹀
と
呼
称
︒
位
置
は
︻
図
2
︼
を
参
照
の
こ
と
︶︒
同
時
に
北
半
に
も
︑
南

半
よ
り
は
少
な
い
も
の
の
土
砂
が
流
入
し
︑
こ
ち
ら
は
草
木
の
生
い
茂
る
湿
地
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

別
府
村
の
堤
外
地
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
最
も
古
い
時
期
の
史
料
と
し
て
は
︑
寛
永
六
年
︵
一
六
二
九
︶
の
検
地
帳
と
同
年
の
﹁
板
倉

周
防
守
様
葭
方
御
検
地
帳
写
︶
7
︵

﹂
が
あ
る
︒
先
述
の
通
り
︑
明
暦
二
年
︵
一
六
五
六
︶
ま
で
別
府
村
は
板
倉
重
宗
領
だ
っ
た
︒

　

検
地
帳
は
︑
四
冊
組
の
内
一
冊
が
現
存
し
て
い
な
い
た
め
︑
全
て
の
地
名
を
抽
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
︑
例
え
ば
畑
地
の

中
に
﹁
ひ
ら
き
﹂﹁
し
ま
の
し
り
﹂
の
小
字
名
が
見
受
け
ら
れ
た
︒﹁
ひ
ら
き
﹂=

﹁
平
木
﹂︑﹁
し
ま
の
し
り
﹂=

﹁
島
尻
﹂
と
比
定
で
き

る
︶
8
︵

の
で
︑
地
図
上
で
の
位
置
関
係
は
︻
図
2
︼
の
通
り
で
あ
る
︒
両
者
と
も
に
古
国
役
堤
の
外
に
位
置
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
本

田
畑
と
し
て
高
が
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
当
時
す
で
に
堤
外
で
本
格
的
な
農
業
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
︒
少
し
時
期
は
下
る
が
︑
承
応
二
年
︵
一
六
五
三
︶
五
月
二
四
日
の
﹁
川
嶋
田
畑
帳
︶
9
︵

﹂
で
は
︑
田
畑
合
計
一
五
一
石
余
が
書
き
上
げ

図2　別府村の国役堤
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近世における堤外地利用の変遷

ら
れ
て
い
る
︒
内
二
割
程
度
は
砂
入
り
地
に
な
り
永
荒
と
あ
る
の
で
︑
や
は
り
川
面
に
近
い
箇
所
は
水
を
被
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ

う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑︿
外
島
﹀
を
中
心
に
洲
の
か
な
り
の
部
分
が
開
発
さ
れ
︑
耕
地
化
し
て
い
る
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　

一
方
︑
別
府
村
の
葭
場
を
書
き
上
げ
た
﹁
板
倉
周
防
守
様
葭
方
御
検
地
帳
写
﹂
か
ら
は
︑
堤
内
外
の
葭
場
が
小
物
成
場
と
し
て
検
地
を

受
け
た
こ
と
が
分
か
る
︒
葭
場
は
そ
れ
ぞ
れ
上
葭
・
中
葭
・
下
葭
に
階
級
付
け
さ
れ
て
︑
高
に
結
ば
れ
て
い
た
︒
別
府
村
の
葭
小
物
成
場

は
十
一
筆
の
葭
場
か
ら
成
り
立
ち
︑
面
積
は
計
五
町
三
反
五
畝
二

四
歩
︑
分
米
は
計
三
〇
石
七
斗
八
升
で
あ
っ
た
︒

　

こ
の
葭
場
に
つ
い
て
は
︑
延
宝
五
年
︵
一
六
七
七
︶
の
絵
図

︻
図
3
︼
か
ら
︑
お
お
よ
そ
の
位
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

葭
場
の
大
半
は
堤
外
に
存
在
し
︑
特
に
検
地
帳
に
﹁
大
嶋
﹂
と

記
さ
れ
た
葭
場
︵
図
中
﹁
本
田
﹂
を
取
り
囲
む
﹁
葭
嶋
﹂
と
﹁
葭

方
荒
﹂
を
合
わ
せ
た
コ
の
字
形
︶
が
広
く
︑
面
積
三
町
一
反
七
畝

五
歩
と
︑
葭
場
全
体
の
六
割
を
占
め
た
︒﹁
此
杭
木
先
年
阿
部
四

郎
五
郎
﹇　
　
　

﹈
被
成
候
﹂
と
あ
る
の
は
︑
寛
文
五
年
︵
一
六

六
五
︶
に
行
わ
れ
た
︑
書
院
番
組
阿
部
正
重
ら
に
よ
る
川
筋
見

分
︶
10
︵

の
際
︑
洲
の
端
に
杭
木
が
打
た
れ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒

　

な
お
︑
こ
れ
ら
の
葭
場
は
︑
別
府
村
の
本
田
畑
共
々
元
は
全
て

板
倉
領
に
属
し
て
い
た
の
だ
が
︑
幕
領
の
期
間
を
経
て
︑
寛
文
九

年
に
別
府
村
が
仙
石
久
俊
知
行
所
に
な
る
に
あ
た
っ
て
︑
葭
小
物

図3　延宝5年時点の別府村葭小物成場
延宝5年5月9日〔別府村葭方小物成絵図〕（茨田家文書）より作成
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成
場
だ
け
が
幕
領
の
ま
ま
残
さ
れ
た
︒
幕
領
私
領
が
錯
綜
す
る
畿
内
に
お
い
て
は
︑
小
物
成
の
徴
収
権
が
個
々
の
領
主
で
は
な
く
幕
府
の

手
に
帰
す
る
こ
と
は
︑
ま
ま
あ
る
こ
と
だ
っ
た
︶
11
︵

︒
今
回
の
事
例
で
は
︑
区
別
の
基
準
を
本
田
畑
か
小
物
成
場
か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
置
い

て
機
械
的
に
振
り
分
け
た
結
果
︑
堤
外
で
も
本
田
畑
の
部
分
は
仙
石
氏
領
と
な
る
一
方
︑
堤
内
の
葭
小
物
成
場
は
幕
領
と
な
り
︑
新
た
な

錯
綜
状
態
を
生
み
出
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
︒

︻
史
料
1
︼

仙
石
因
幡
守
知
行
所

　
　

本
田
高
八
百
弐
拾
弐
石
七
斗
八
升
壱
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摂
州
嶋
下
郡 

別
府
村

　
　

葭
方
小
物
成
高
三
拾
石
七
斗
八
升　

但
御
定
免
五
ツ
成

　
　
　

此
御
納
米
拾
五
石
三
斗
九
升

　
　

右
ハ
三
分
一
御
直
段
︑
毎
年
中
村
杢
右
衛
門
方
へ
銀
納
ニ
仕
候

右
之
通
ニ
弐
枚
認
中
村
杢
右
衛
門
様
へ
指
上
申
候
︑
御
取
次
御
手
代
三
村
甚
助
﹇　
　
　
　

﹈

　
　
　

延
宝
五
年
巳
五
月
九
日
ニ
指
上
ケ
申
候
ひ
か
へ

　

右
は
︑︻
図
3
︼
の
絵
図
に
添
え
ら
れ
た
書
付
で
あ
る
︒
延
宝
五
年
と
言
え
ば
︑
畿
内
で
は
延
宝
検
地
が
実
施
さ
れ
た
年
に
あ
た
る
︒

と
す
る
と
︑
こ
の
絵
図
は
︑
検
地
に
際
し
て
幕
府
代
官
中
村
杢
右
衛
門
へ
提
出
す
る
た
め
に
作
成
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ

う
︒
葭
方
小
物
成
高
は
︑
五
〇
年
ほ
ど
前
の
寛
永
六
年
の
検
地
と
全
く
変
わ
っ
て
い
な
い
︒
葭
場
の
一
部
が
田
地
化
し
て
い
る
こ
と
が
絵

図
か
ら
う
か
が
え
る
ほ
か
︑
面
積
に
も
増
減
は
あ
っ
た
は
ず
だ
が
︑
延
宝
検
地
後
も
石
高
は
据
え
置
か
れ
︑
こ
の
数
値
は
延
享
期
ま
で
利

用
さ
れ
続
け
た
︒
別
府
村
を
は
じ
め
周
辺
の
旧
板
倉
領
村
々
で
は
︑
幕
末
に
至
る
ま
で
板
倉
時
代
の
検
地
を
基
準
値
と
し
て
扱
い
︑
検
地

6



近世における堤外地利用の変遷

以
降
の
新
田
高
・
永
荒
高
等
に
関
し
て
は
付
帯
事
項
と
し
て
記
す
傾
向
に
あ
る
の
で
︶
12
︵

︑
葭
場
も
そ
の
一
環
と
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

二　

幕
府
に
よ
る
堤
外
地
利
用
規
制

　

さ
て
︑
前
章
で
は
延
宝
検
地
段
階
ま
で
の
別
府
村
堤
外
地
の
利
用
状
況
を
確
認
し
た
︒
一
七
世
紀
初
に
築
か
れ
た
古
国
役
堤
の
外
側
に

は
早
く
か
ら
洲
が
付
き
︑
比
較
的
地
面
の
状
態
が
安
定
し
た
場
所
に
つ
い
て
は
︑
田
畑
と
し
て
開
発
さ
れ
た
の
ち
別
府
村
の
本
田
高
に
結

ば
れ
た
︒
ま
た
堤
内
外
の
湿
地
は
︑
葭
場
と
し
て
葭
小
物
成
を
賦
課
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
堤
外
地
の
利
用
に
対
し
て
︑
別
府
村
が

規
制
を
受
け
た
と
い
う
記
録
は
特
に
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
寛
永
六
年
︵
一
六
二
九
︶
の
検
地
以
降
も
︑
川
筋
見
分
な
ど
で
土
地
の
利
用

状
況
に
つ
い
て
吟
味
を
受
け
る
機
会
は
あ
っ
た
︒︿
外
島
﹀
や
葭
島
の
存
在
が
︑
神
崎
川
の
川
幅
を
何
十
間
も
狭
め
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
な
は
ず
な
の
だ
が
︑
寛
永
期
の
水
準
か
ら
大
き
く
逸
脱
は
し
て
い
な
い
た
め
か
︑
問
題
視
さ
れ
た
様
子
は
な
い
︒

　

と
こ
ろ
が
貞
享
期
に
入
る
と
︑
こ
の
状
況
が
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
︒
幕
府
が
畿
内
で
行
っ
た
河
川
整
備
事
業
に
と
も
な
い
︑
治
水
政

策
の
方
針
が
大
き
く
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

村
田
路
人
氏
の
研
究
︶
13
︵

に
よ
る
と
︑
貞
享
期
以
前
の
治
水
政
策
は
︑
山
間
部
か
ら
の
土
砂
流
出
防
止
と
淀
川
筋
の
川
浚
え
に
力
が
注
が

れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
天
和
三
年
︵
一
六
八
三
︶
か
ら
貞
享
四
年
︵
一
六
八
七
︶
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
貞
享
期
畿
内
河
川
整
備
事
業
で

は
︑
①
木
津
川
筋
・
宇
治
川
筋
・
大
和
川
筋
の
川
幅
拡
張
︑
②
大
坂
内
川
筋
︵
大
坂
の
諸
堀
︶
の
整
備
︑
③
堂
嶋
川
の
堀
り
立
て
と
新
地

取
り
立
て
︑
④
安
治
川
の
開
削
と
新
地
取
り
立
て
を
目
標
と
し
た
よ
り
積
極
的
な
施
策
が
︑
平
野
部
の
河
川
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
た
︑

と
し
て
い
る
︒
堤
外
地
関
係
で
は
︑
天
和
三
年
の
若
年
寄
稲
葉
正
休
・
大
目
付
彦
坂
重
紹
・
勘
定
頭
大
岡
重
里
・
河
村
瑞
賢
ら
に
よ
る
調

査
見
分
を
踏
ま
え
︑
貞
享
二
年
一
一
月
︑
老
中
か
ら
大
坂
町
奉
行
を
通
じ
て
︑
摂
河
両
国
の
代
官
・
領
主
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
方
針
が

7



伝
え
ら
れ
た
︒

︻
史
料
2
︼︶14
︵

一
淀
川
・
大
和
川
筋
ゟ
大
坂
川
口
迄
外
嶋
并
深
野
・
新
開
池
ニ
有
之
候
嶋
之
分
︑
何
も
所
付
取
放
︑
葭
刈
捨
ニ
い
た
し
︑
并
流
作
御

停
止
ニ
被
仰
付
候

　
　

但
︑
右
之
内
高
ニ
□
私
領
に
相
渡
候
処
於
有
之
者
︑
此
方
へ
可
被
申
越
候

一
川
除
之
儀
︑
本
堤
に
計
仕
︑
外
嶋
の
川
除
無
用
に
致
し
︑
川
端
猥
に
不
築
出
候
様
ニ
可
被
申
付
候

一
川
堤︵
筋
︶島

々
に
有
之
柳
・
雑
木
堀
取
︑
葭
刈
捨
ニ
仕
︑
并
外
嶋
へ
葭
の
根
植
︑
又
は
さ
し
木
仕
候
儀
堅
無
用
ニ
可
被
申
付
事

　
　
︵
後
略
︶

　

右
の
通
達
に
よ
り
︑
淀
川
筋
・
大
和
川
筋
の
堤
外
地
は
︑
耕
地
・
葭
場
・
採
草
場
と
し
て
の
利
用
が
原
則
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

　

新
方
針
の
影
響
は
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
︑
別
府
村
の
場
合
︑
葭
方
検
地
帳
に
記
載
さ
れ
た
葭
場
の
内
︑﹁
外
嶋
堤
際
﹂・﹁
江
口
村
際
﹂・

﹁
大
嶋
﹂
の
大
半
が
﹁
高
外
葭
小
物
成
場
ニ
御
座
候
処
︑
貞
享
三
寅
年
ゟ
苅
捨
ニ
被
仰
付
﹂
︶
15
︵

︑
以
降
は
苅
捨
場
と
い
う
扱
い
に
な
っ
た
︒
刈

り
捨
て
と
は
︑
毎
年
四
月
・
五
月
・
七
月
・
九
月
の
四
度
︑
村
に
葭
を
刈
ら
せ
る
こ
と
で
︑﹁
葭
を
一
定
以
上
生
育
さ
せ
な
い
﹂
よ
う
に

し
て
﹁
円
滑
な
水
行
を
図
る
た
め
の
治
水
上
の
措
置
﹂
で
あ
る
︶
16
︵

︒
ま
た
︑﹁
大
嶋
﹂﹁
外
嶋
堤
際
﹂
の
一
部
に
つ
い
て
は
﹁
堤
外
高
外
荒

場
︶
17
︵

﹂
と
さ
れ
︑
人
為
的
に
荒
ら
す
措
置
が
執
ら
れ
た
︵︻
図
4
︼
参
照
︶︒
す
な
わ
ち
︑︻
図
3
︼
に
お
い
て
古
国
役
堤
と
︿
外
島
﹀
よ
り

も
外
側
に
描
か
れ
て
い
た
葭
場
が
︑
全
て
苅
捨
場
か
荒
場
に
指
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
︒

　

一
方
︑
古
国
役
堤
と
︿
外
島
﹀
の
内
側
に
あ
っ
た
葭
方
田
地
や
葭
方
荒
に
は
︑
引
き
続
き
葭
小
物
成
が
賦
課
さ
れ
た
︒
従
来
別
府
村
で

8



近世における堤外地利用の変遷

は
︑︻
史
料
1
︼
に
あ
る
通
り
︑
葭
小
物
成
高
三
〇
石
七
斗
八
升
に
対
し
て
定
納
一
五
石
三
斗

九
升
を
毎
年
納
め
て
い
た
︒
し
か
し
寛
永
六
年
葭
方
検
地
帳
︶
18
︵

の
裏
表
紙
裏
の
書
付
に
よ
る
と
︑

﹁
外
嶋
分
﹂
の
三
筆
︵
外
嶋
堤
際
・
江
口
村
際
・
大
嶋
︶
が
苅
捨
場
・
荒
場
に
な
っ
た
た
め
︑

以
降
は
三
筆
分
と
惣
高
の
誤
差
を
差
し
引
い
て
︑
残
り
二
石
三
斗
六
合
︵
元
禄
二
年
︹
一
六
八

九
︺
以
降
は
新
検
高
二
石
五
斗
六
升
四
合
︶
を
定
納
し
た
と
あ
る
︒

　

斯
く
し
て
葭
場
の
大
部
分
は
利
用
を
規
制
さ
れ
︑
石
高
の
上
で
は
八
割
五
分
減
と
な
っ
た
︒

も
と
よ
り
葭
場
が
村
の
再
生
産
に
と
っ
て
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
訳
で
は
な
い
と
は
言

え
︑
そ
れ
で
も
収
入
源
を
一
つ
失
っ
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒

　

た
だ
し
︑
水
行
維
持
た
め
の
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
改
め
て
考
え
る
と
︑
こ
の
際
の
処
置
は

厳
し
い
よ
う
で
い
て
︑
そ
の
実
中
途
半
端
な
も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
る
︒
た
し
か
に
堤
外
の
葭

場
の
大
部
分
は
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
古
国
役
堤
外
の
葭
方
田
地
三
箇
所
が
︑

規
制
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
土
地
が
刈
り
捨
て
を
免
除
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
︑
私
領
の
本
田
に
囲
ま
れ
た
立
地
と
︑
葭

場
の
利
用
実
態
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒

　

別
府
村
の
堤
外
の
本
田
に
関
し
て
は
︑
実
は
︿
外
島
﹀
も
そ
の
外
側
二
箇
所
の
本
田
も
︑
特
に
規
制
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
︑
そ
の
ま

ま
田
地
と
し
て
差
し
置
か
れ
て
い
た
︒
先
述
の
通
り
︑
堤
外
の
田
畑
は
石
高
一
五
一
石
余
あ
る
︒
神
崎
川
の
分
流
口
か
ら
長
く
伸
び
た
洲

は
︑
川
中
に
向
か
っ
て
大
き
く
張
り
出
し
て
お
り
︑
む
し
ろ
葭
島
以
上
の
障
害
物
と
し
て
真
っ
先
に
規
制
し
て
良
い
は
ず
だ
︒

　

高
の
付
け
ら
れ
た
堤
外
地
の
内
︑
私
領
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
︑︻
史
料
2
︼
一
條
目
の
但
書
に
あ
る
よ
う
に
︑
老
中
に
判
断
を
委

ね
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
︑
貞
享
四
年
六
月
︑
大
坂
町
奉
行
が
提
出
し
た
伺
書
に
対
す
る
老
中
の
回
答
は
︑ 図4　貞享三年に定められた苅捨場・荒場
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堤
外
で
あ
っ
て
も
﹁
本
田
ニ
結
候
所
ハ
︑
先
其
通
ニ
而
可
被
置
候
︑
是
非
水
ニ
障
候
ハ
ヽ
︑
其
訳
委
細
ニ
御
勘
定
頭
江
相
談
︑
伺
之
上
差

図
次
第
可
被
申
付
候
︶
19
︵

﹂
と
︑
水
行
を
著
し
く
妨
げ
な
い
限
り
現
況
を
容
認
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︶
20
︵

︒
さ
ら
に
︿
外
島
﹀
は
︑
周
辺
部

と
区
別
す
る
か
の
よ
う
に
︑
絵
図
で
は
線
で
囲
む
描
き
方
を
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
線
に
沿
っ
て
︑
水
を
防
ぐ

た
め
の
小
堤
防
が
廻
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
︒
本
来
は
︑
洲
や
島
へ
の
川
除
・
堤
防
設
置
も
規
制
の
対
象
な
の
だ
が
︶
21
︵

︑
私
領
の
本

田
畑
ゆ
え
に
︑
幕
府
は
田
畑
の
撤
去
や
堤
の
取
り
崩
し
を
容
易
に
命
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

　

そ
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
四
方
を
取
り
囲
む
本
田
が
維
持
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑︿
外
島
﹀
内
の
葭
方
田
地
を
取
り
払
う
必

要
性
は
低
い
︒
代
官
に
絵
図
が
提
出
さ
れ
て
い
る
以
上
︑
葭
場
が
一
部
田
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
も
︑
あ
る
程
度
把
握

さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
︒
幕
府
は
︑
高
付
さ
れ
た
田
地
を
あ
え
て
取
り
払
う
こ
と
は
せ
ず
︑
毎
年
小
物
成
の
収
入
を
得
た
の

で
あ
る
︒

　

斯
く
の
如
く
︑
幕
府
の
規
制
は
徹
底
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
︑
堤
外
地
の
利
用
に
関
す
る
大
き
な
方
針
転
換
が

行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
︑
貞
享
三
年
に
苅
捨
場
に
指
定
さ
れ
た
葭
島
に
つ
い
て
は
︑
以
後
年
々
刈
り
捨
て
が
続
け
ら
れ
た
︒
同
様

の
経
緯
で
こ
の
時
に
苅
捨
場
と
な
っ
た
葭
場
は
︑
他
に
も
数
多
く
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︶
22
︵

︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
状
況
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
︒
早
く
も
元
禄
六
年
に
は
流
作
の
全
面
禁
止
措
置
が
緩
和
さ
れ
︑
さ
ら
に
同
一

一
年
か
ら
同
一
二
年
に
新
た
に
実
施
さ
れ
た
河
川
整
備
事
業
で
は
︑
川
筋
各
所
に
お
け
る
新
田
開
発
の
奨
励
が
謳
わ
れ
る
︶
23
︵

︒
元
禄
一
一
年

四
月
二
九
日
に
は
︑﹁
淀
川
・
大
和
川
筋
の
普
請
実
施
に
あ
た
り
︑
川
筋
に
関
し
て
望
み
が
あ
る
者
︑
摂
津
・
河
内
両
国
で
新
田
開
発
の

願
い
が
あ
る
者
が
い
れ
ば
︑
目
付
中
山
時
春
・
小
姓
組
永
井
直
又
・
河
村
瑞
賢
ら
が
京
都
に
到
着
し
次
第
出
願
せ
よ
﹂
と
い
う
主
旨
の
京

都
町
触
︶
24
︵

が
出
さ
れ
︑
川
筋
開
発
に
関
す
る
規
制
緩
和
の
姿
勢
が
一
層
明
確
に
な
っ
た
︒

　

規
制
の
緩
和
が
明
ら
か
に
な
る
と
︑
早
速
別
府
村
の
苅
捨
場･

荒
場
に
つ
い
て
も
開
発
を
願
う
者
が
現
れ
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て

10



近世における堤外地利用の変遷

は
な
ら
な
い
の
は
︑
幕
府
は
新
田
開
発
の
希
望
者
を
募
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
苅
捨
場
・
荒
場
を
葭
場
と
し
て
再
び
利
用
す
る
願
い
を

受
け
付
け
る
わ
け
で
は
な
い
︑
と
い
う
点
だ
︒
よ
っ
て
︑
苅
捨
場
・
荒
場
を
所
持
す
る
村
々
は
︑
そ
の
場
所
が
田
畑
と
し
て
開
発
可
能
で

あ
る
と
訴
え
る
こ
と
で
︑
利
用
権
を
獲
得
し
て
い
く
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

三　

堤
外
流
作
場
の
開
発
過
程

1　

元
禄
十
一
年
の
新
田
開
発
願
い

　

元
禄
一
一
年
︵
一
六
九
八
︶
七
月
二
日
︑
川
筋
見
分
の
た
め
上
京
し
た
河
村
瑞
賢
ら
一
行
へ
宛
て
て
︑
別
府
村
の
苅
捨
場
新
田
開
発
願

い
が
提
出
さ
れ
た
︒
残
念
な
が
ら
口
上
書
の
本
文
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
︑
絵
図
な
ど
を
参
考
に
出
願
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
︒

　
︻
図
5
︼
は
︑
開
発
願
い
の
口
上
書
に
添
付
さ
れ
た
絵
図
の
ト
レ
ー
ス
で
あ
る
︒
こ
の
時
開
発
を
願
い
出
た
土
地
は
︑
位
置
関
係
か
ら
︑

貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
に
苅
捨
場
・
荒
場
に
指
定
さ
れ
た
場
所
全
体
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
か
つ
て
の
葭
小
物
成
場
の
範
囲
を
一
括

し
て
田
畑
に
開
発
す
る
目
論
見
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
同
じ
頃
︑
神
崎
川
に
関
連
し
て
も
う
一
つ
別
の
動
き
が
起
こ
っ
て
い
た
︒
神
崎
川
に
悪
水
を
落
と
す
島
上
郡
・
島
下
郡

村
々
に
よ
る
︑
川
の
付
け
替
え
訴
願
で
あ
る
︒
神
崎
川
は
︑
分
流
口
か
ら
一
里
余
り
の
間
に
大
き
く
湾
曲
し
て
お
り
︑﹁
依
之
水
湛
︑
洪

水
ニ
ハ
神
崎
川
よ
り
安
威
川
江
水
込
上
ケ
山
川
と
も
ミ
合
︑
右
村
々
堤
切
込
皆
損
仕
候
︑
常
水
ニ
ハ
悪
水
抜
之
樋
口
を
押
︑
水
損
仕
︶
25
︵

﹂
る

こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
︑
分
流
口
左
岸
の
江
口
村
か
ら
下
新
庄
村
の
前
ま
で
掘
り
替
え
る
案
︵︻
図
6
︼
参
照
︶
が
︑
元

禄
一
一
年
六
月
二
七
日
付
で
出
願
さ
れ
た
︒
前
年
一
〇
月
に
も
︑
神
崎
川
の
水
量
調
整
を
願
う
願
書
︶
26
︵

が
大
坂
町
奉
行
宛
に
提
出
さ
れ
て
い

る
が
︑
川
筋
見
分
の
機
会
に
合
わ
せ
︑
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
提
言
を
村
々
の
側
か
ら
行
っ
た
の
で
あ
る
︒
結
果
的
に
は
︑
費
用
負
担

11



の
折
り
合
い
が
付
か
ず
神
崎
川
の
直
川
化
は
断
念
さ
れ
た
が
︶
27
︵

︑
も
し
実
現
し

て
い
れ
ば
︑
別
府
村
の
葭
島
は
も
は
や
水
先
で
は
な
く
な
り
︑
よ
り
安
定
し

た
耕
地
を
得
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
︒
苅
捨
場
新
田
開
発
の
願
書
が
神
崎
川

付
け
替
え
願
い
と
同
時
期
に
提
出
さ
れ
た
裏
側
に
は
︑
か
か
る
地
域
の
動
向

が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

　

で
は
︑
幕
府
の
河
川
事
業
に
乗
じ
た
新
田
開
発
願
い
は
︑
果
た
し
て
認
め

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
宝
永
年
中
堤
外
本
田
・
流
作
場
・
小
物
成
苅
捨
場
・

葭
場
・
付
洲
・
土
取
場
等
書
上
之
留
︶
28
︵

﹂
に
よ
る
と
︑
宝
永
五
年
︵
一
七
〇

八
︶
時
点
の
堤
外
地
の
利
用
状
況
は
︑︻
表
︼
の
よ
う
に
な
る
︒
同
年
に
は

大
坂
町
奉
行
大
久
保
忠
香
が
大
規
模
な
川
筋
見
分
を
行
っ
て
お
り
︑
こ
の
書

き
上
げ
は
川
筋
村
々
が
町
奉
行
へ
提
出
す
る
た
め
に
作
成
し
た
書
類
の
一
つ

で
あ
ろ
う
︶
29
︵

︒
貞
享
三
年
以
降
起
こ
っ
た
最
も
大
き
な
変
化
は
︑︿
外
島
﹀
の

廻
し
堤
︵
長
さ
六
四
八
間
︶
が
補
強
さ
れ
︑
宝
永
元
年
正
式
に
﹁
新
国
役
﹂

に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
こ
と
だ
︶
30
︵

︒
そ
の
結
果
︑
堤
外
の
田
畑
の
大
部
分
が
堤
内

扱
い
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
︒︻
表
︼
の
堤
外
本
田
五
反
一
畝
一
〇
歩
は
︑
新

国
役
堤
の
さ
ら
に
外
側
に
あ
る
本
田
の
合
計
で
あ
る
︒

　

そ
し
て
︑
開
発
済
み
の
苅
捨
場
は
︑﹁
堤
外
流
作
﹂
の
二
箇
所
で
あ
る
と
分
か
る
︒
苅
捨
場
・
荒
場
全
体
の
開
発
を
願
い
出
た
も
の
の
︑

認
め
ら
れ
た
の
は
一
部
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
但
書
に
﹁
宝
永
三
戌
年
御
願
申
上
御
見
分
之
上
流
作
仕
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
見

図5　元禄11年の新田開発願いの対象となった葭苅捨場･荒場（斜線部）
元禄11年7月2日〔別府村刈捨場新田開発願絵図控〕（茨田家文書）より作成
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近世における堤外地利用の変遷

図6　神崎川の付け替え計画
「江口村下手ゟ大道新家上手迄神崎川違之図」（茨田家文書）より作成

表　宝永五年の別府村堤外地

種類 面積 但書
A 堤外本田 5反1畝10歩

B 堤外流作
5反5畝10歩 高外葭小物成場ニ而御座候処、貞享三寅年ゟ

苅捨ニ被仰付小物成差出し不申処、三年以前
宝永三戌年御願申上御見分之上流作仕、見取
之御年貢差上ケ申候1町4反4畝11歩

B 苅捨場

5反4畝16歩

高外葭小物成場ニ而御座候処、貞享三寅年ゟ
苅捨ニ被仰付、尤小物成出し不申候

4反6畝25歩
7反2畝18歩
3反4畝22歩
長124間×横平均15間

B 付洲 長116間×横平均9間 流作之所江付候洲ニ而御座候

B 土取場 7反5畝13歩
　　内1反7畝 池床

堤外高外荒場ニ而、先年ゟ仙石右近殿下百姓
共ゟ堤修復之土取来申候

B 荒場 1反9畝15歩 堤外高外荒場ニ而、村中ゟ土取場ニ仕置候

※宝永 5年正月 24日「宝永年中堤外本田・流作場・小物成苅捨場・葭場・付洲・土取場等書上之
留」（茨田家文書）より作成。Aは旗本仙石氏知行所、Bは幕領。

※この史料の宛先は大坂町奉行所、差出人は「仙石右近殿知行所別府村庄屋平六、同村年寄庄兵
衛、古川武兵衛殿御代官所同村小物成地主順昌、同村［　　　］」である。
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分
は
︑
年
貢
収
納
が
可
能
と
な
る
程
度
に
開
発
が
進
ん
だ
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
見
分
を
指
す
︒
開
発
の
認
可
自
体
は
︑
さ
ら
に
数
年

前
に
下
り
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
流
作
場
の
﹁
見
取
之
御
年
貢
﹂
は
宝
永
四
年
か
ら
納
め
ら
れ
て
い
る
︶
31
︵

︒

2 

正
徳
五
年
の
新
田
開
発
願
い

　

続
く
正
徳
五
年
一
一
月
︵
一
七
一
五
︶
に
は
︑
宝
永
期
に
開
発
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
︑
新
た
な
新
田
開
発
願
い
が
提

出
さ
れ
た
︒
こ
ち
ら
も
願
書
自
体
は
現
存
し
て
い
な
い
の
で
︑
添
付
の
絵
図
を
元
に
当
時
の
状
況
を
再
現
し
て
い
こ
う
︒

︻
史
料
3
︼︶32
︵

仙
石
兵
庫
殿
知
行　
　
　
　
　
　
　
　
　

別
府
村　
　
　
　
　
　
　
　

正
徳
五
年
未
十
一
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
人 

半
平
印　
　
　
　
　

鈴
木
九
太
夫
手
代　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
弥
五
郎
印　
　
　
　
　

鈴
木
九
太
夫
様
開
残
り
開
発
之
義
大
坂
へ
被
仰
達
︑
未
十
一
月
与
力
中
水
行
之
見
分
ニ
御
出
之
節
︑
九
太
夫
様
ゟ
被
遣
候
絵
図
ニ
タ

テ
横
間
数
無
之
ニ
付
︑
認
直
シ
差
上
候
得
と
御
与
力
中
御
差
図
ニ
而
︑
則
如
此
弐
枚
相
認
差
上
候
処
︑
同
月
廿
九
日
ニ
西
御
番
所
へ

被
召
出
︑
水
行
之
か
ま
い
ハ
無
之
候
よ
し
被
仰
渡
︑
□
方
ゟ
差
上
候
絵
図
︑
壱
枚
ハ
御
番
所
ニ
御
留
被
成
︑
壱
枚
ハ
水
行
か
ま
い
無

﹇　
　
　

﹈
け
張
紙
被
成
候
而
此
方
へ
御
渡
被
成
候
︑
尤
何
時
ニ
而
も
御
用
地
ニ
成
候
ハ
ヽ
差
上
ケ
可
申
旨
﹇　
　
　

﹈

　
　
　
　
　

与
力
瀬
田
専
右
衛
門
殿
・
吉
田
宇
右
衛
門
殿

14



近世における堤外地利用の変遷

　
︻
史
料
3
︼
は
︑
正
徳
五
年
一
一
月
に
提
出
さ
れ
た
絵
図
の
裏
書
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
は
出
願
後
の
経
緯
が
分
か
る
︒

　

別
府
村
の
開
発
願
人
半
平
は
︑
宝
永
期
の
開
き
残
り
の
開
発
を
代
官
鈴
木
九
太
夫
へ
願
い
出
た
︒
し
か
し
鈴
木
は
代
官
の
手
限
り
で
判

断
す
る
こ
と
は
せ
ず
︑
摂
河
の
川
筋
支
配
を
担
う
大
坂
町
奉
行
の
了
承
を
得
る
た
め
︑
こ
れ
を
大
坂
へ
届
け
出
て
い
る
︒
願
書
を
受
け
付

け
た
奉
行
所
は
︑
担
当
与
力
二
名
を
現
地
へ
派
遣
し
た
︒
与
力
に
よ
る
見
分
の
目
的
は
︑
開
発
予
定
地
が
﹁
水
行
之
か
ま
い
﹂
に
な
ら
な

い
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
見
分
終
了
後
の
一
一
月
二
九
日
︑
願
人
と
代
官
手
代
を
奉
行
所
へ
召
し
出
し
︑
当
該
箇
所
の

開
発
は
水
行
を
妨
げ
な
い
と
判
断
し
た
こ
と
を
通
知
し
て
い
る
︒
右
の
事
例
か
ら
は
︑
堤
外
地
を
開
発
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
①
幕
領
に

お
け
る
新
田
開
発
は
代
官
が
認
可
を
与
え
る
︑
②
た
だ
し
堤
外
地
の
場
合
は
河
川
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
た
め
︑
水
行
の
差
し
障
り
の

有
無
だ
け
は
大
坂
町
奉
行
が
判
断
す
る
︑
と
二
段
階
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

　

で
は
︑
こ
の
時
開
発
願
い
が
提
出
さ
れ
た
の
は
︑
具
体
的
に
堤
外
の
ど
の
箇
所
に
つ
い
て
な
の
だ
ろ
う
か
︒︻
図
7
︼
は
︑
願
書
に
添

え
ら
れ
た
絵
図
を
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の
で
あ
る
︒
正
徳
五
年
の
新
田
開
発
願
い
は
﹁
開
残
り
開
発
﹂
を
趣
旨
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ

の
絵
図
で
は
︑
宝
永
期
に
開
発
が
済
ん
だ
箇
所
を
明
記
し
て
く
れ
て
い
る
︒
図
中
﹁
小
物
成
苅
捨
場
ノ
内
亥
年
開
発
仕
候
御
見
取
場
﹂
と

記
さ
れ
た
︑
神
崎
川
沿
い
の
二
箇
所
が
開
発
済
み
の
流
作
場
と
な
る
︒
亥
年
は
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
︶
を
指
し
︑
前
掲
︻
表
︼
に
よ
る

と
︑
そ
れ
ぞ
れ
北
側
が
面
積
一
町
四
反
四
畝
一
一
歩
︑
南
側
が
五
反
五
畝
一
〇
歩
の
土
地
だ
と
分
か
る
︒

　

と
す
る
と
︑
開
き
残
り
に
あ
た
る
の
は
︑
平
均
間
数
だ
け
が
記
さ
れ
た
三
箇
所
の
葭
島
︵
❶
～
❸
︶
と
﹁
別
府
村
支
配
荒
場
﹂
二
箇
所

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
時
開
発
を
願
い
出
た
の
は
前
者
の
み
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
葭
島
と
荒
場
を
わ
ざ
と
別
の
色
で
塗
り
分

け
て
い
る
こ
と
と
︑︻
史
料
3
︼
で
︑
絵
図
に
は
開
発
予
定
地
の
縦
横
間
数
を
記
入
す
る
よ
う
大
坂
町
奉
行
所
与
力
が
要
求
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
間
数
の
記
載
が
な
い
荒
場
が
開
発
願
い
の
範
囲
に
入
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
享
保
三
年
︵
一
七
一
八
︶
以
降
の
免
定
・

15



皆
済
目
録
︶
33
︵

に
は
︑
五
反
歩
の
開
添
が
計
上
さ
れ
て
お
り
︑
こ
れ
が
元
の
苅

捨
場
三
筆
分
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
て
︑
貞
享
期
に
苅
捨
場
と

な
っ
た
葭
島
は
︑
二
度
の
新
田
開
発
を
経
て
全
て
流
作
場
と
し
て
開
か
れ

た
の
で
あ
る
︒

3　

享
保
初
年
頃
の
堤
外
地
利
用
実
態

　

そ
れ
で
は
︑
苅
捨
場
開
発
後
の
別
府
村
堤
外
地
の
姿
を
︑
享
保
三
年

︵
一
七
一
八
︶
作
成
の
絵
図
︻
図
8
︼
で
確
認
し
て
お
こ
う
︒

　

享
保
三
年
は
︑
幕
府
中
央
の
指
示
を
受
け
た
大
坂
町
奉
行
が
︑
再
び
川

筋
調
査
を
行
っ
た
年
で
あ
る
︶
34
︵

︒
元
禄
六
年
︵
一
六
九
三
︶
の
規
制
緩
和
以

降
︑
流
作
場
の
増
加
に
と
も
な
っ
て
︑
禁
止
さ
れ
て
い
る
川
除
・
囲
い
堤

の
設
置
や
苅
捨
場
の
年
四
回
の
刈
り
捨
て
不
徹
底
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ

た
︒
そ
の
た
め
幕
府
は
︑
堤
外
地
利
用
を
再
度
制
限
す
る
方
向
へ
政
策
の

方
針
転
換
を
図
り
︑
享
保
三
年
三
月
に
は
︑
大
坂
町
奉
行
が
代
官
手
代
と

私
領
の
役
人
を
召
し
出
し
て
︑
堤
外
の
流
作
停
止
を
含
む
新
し
い
方
針
を

伝
え
て
い
る
︶
35
︵

︒

　
︻
図
8
︼
は
︑
そ
の
際
の
大
坂
町
奉
行
の
指
示
に
従
っ
て
提
出
さ
れ
た
︑

別
府
村
堤
外
地
と
川
筋
を
描
い
た
絵
図
で
あ
る
︒
図
中
﹁
鈴
木
九
太
夫
支

図7　正徳5年に新田開発を願い出た苅捨場（図の右方向が北）
正徳5年11月〔別府村苅捨場開き残り開発願絵図控〕（茨田家文書）より作成
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図8　享保初年頃の別府村堤外地の状況
享保3年〔別府村堤外田畑･芝地絵図〕（茨田家文書）より作成
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配
見
取
場
﹂
と
あ
る
箇
所
が
︑
二
度
の
新
田
開
発
で
開
か
れ
た
流
作
場
に
当
た
る
︒
堤
外
地
利
用
の
再
規
制
は
同
年
八
月
に
は
撤
回
さ
れ

る
︶
36
︵

の
で
︑
結
局
流
作
場
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑︻
図
8
︼
の
状
態
は
維
持
さ
れ
た
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
正
徳
五
年
に
︵
一
七
一
五
︶
開
発
願
い
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
荒
場
二
箇
所
に
つ
い
て
︑
こ
こ
で
少
し
触
れ
て
お
こ
う
︒
こ

の
荒
場
は
︑
正
徳
期
以
降
も
耕
地
と
し
て
開
発
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
開
発
に
適
し
た
場
所
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

現
在
は
神
崎
川
の
流
路
自
体
が
変
わ
り
︑
元
葭
場
も
元
荒
場
も
等
し
く
均
さ
れ
た
た
め
︑
識
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
例
え
ば
前
掲

︻
表
︼
で
﹁
土
取
場
﹂
は
一
部
が
﹁
池
床
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒︻
図
8
︼
中
央
の
﹁
芝
地
﹂
が
︻
表
︼
の
﹁
土
取
場
﹂
に
あ
た
る
の
で
︑

芝
地
の
中
に
丸
く
描
か
れ
て
い
る
の
が
そ
の
池
だ
ろ
う
︒
ま
た
も
う
一
箇
所
の
荒
場
は
︑︻
図
7
︼
で
は
﹁
別
府
村
支
配
荒
場
﹂
だ
が
︑

︻
図
8
︼
で
は
﹁
池
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
は
こ
の
場
所
が
安
威
川
の
流
路
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張

も
あ
り
︶
37
︵

︑
荒
場
と
は
言
う
も
の
の
︑
半
ば
水
に
浸
か
っ
た
状
態
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
つ
ま
り
貞
享
期
に
荒
場
に
指
定
さ
れ
た
の

は
︑
苅
捨
場
と
比
較
し
て
︑
よ
り
低
い
湿
地
部
分
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

　

こ
れ
ら
二
箇
所
の
荒
場
に
つ
い
て
も
︑
堤
防
と
流
作
場
の
間
を
埋
め
立
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
開
発
は
可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か

し
︻
図
7
︼︻
図
8
︼
に
描
か
れ
て
い
る
通
り
︑︿
外
島
﹀
北
端
に
は
樋
が
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
葭
島
の
間
を
通
っ
て
神
崎
川
へ
悪
水
が
落
と

さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
井
路
の
存
在
は
︑
寛
文
期
か
ら
確
認
で
き
る
︶
38
︵

︒
悪
水
を
川
筋
の
ど
の
位
置
へ
落
と
す
か
は
︑
島
上
郡
・
島
下
郡
の

村
々
の
間
で
幾
度
も
争
論
に
な
っ
て
き
た
問
題
で
︑
一
村
の
都
合
で
た
や
す
く
変
更
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︶
39
︵

︒
耕
地
が
多
少
増
え
る

こ
と
よ
り
も
︑
悪
水
井
路
の
維
持
が
優
先
さ
れ
た
の
は
︑
地
域
の
水
利
事
情
か
ら
考
え
る
と
致
し
方
な
い
こ
と
だ
ろ
う
︒

　

な
お
︑
開
発
を
認
め
ら
れ
た
流
作
場
も
︑
生
産
力
の
面
で
は
や
は
り
不
安
定
だ
っ
た
︒
享
保
一
一
年
頃
作
成
の
﹁
神
崎
川
筋
摂
州
嶋
下

郡
別
府
村
御
見
取
場
御
年
貢
上
納
覚
︶
40
︵

﹂
に
よ
る
と
︑
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
︶
か
ら
享
保
一
〇
年
の
一
九
年
間
で
﹁
水
損
皆
無
﹂
の
年
が

四
度
あ
り
︑
作
付
面
積
が
記
載
さ
れ
て
い
る
正
徳
五
年
以
降
で
流
作
場
全
体
か
ら
収
穫
で
き
た
年
は
一
度
も
な
い
︒
各
年
の
見
取
米
は
二

18
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斗
五
升
か
ら
七
斗
程
度
で
︑
享
保
八
年
ま
で
は
毛
付
一
反
に
つ
き
六
升
取
り
︑
同
九
年
以
降
は
七
升
取
り
と
な
っ
て
い
る
︒ 

　

以
上
︑
本
章
で
は
︑
別
府
村
の
堤
外
地
開
発
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
見
て
き
た
︒
貞
享
期
の
堤
外
地
利
用
規
制
が
元
禄
期
以
降
緩
ん
だ

こ
と
で
︑
苅
捨
場
の
中
で
も
比
較
的
開
発
に
適
し
た
場
所
か
ら
開
発
が
進
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
︒
堤
外
地
の
書
上
や
新
田
開
発
願
い
の
提

出
に
あ
た
っ
て
は
︑
貞
享
期
に
苅
捨
場
・
荒
場
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
︑
か
つ
て
小
物
成
場
と
し
て
検
地
を
受
け
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
︑

常
に
書
き
添
え
ら
れ
た
︒
苅
捨
場
や
荒
場
に
な
る
と
村
は
そ
の
土
地
を
利
用
で
き
な
く
な
る
が
︑
所
有
権
自
体
を
失
う
訳
で
は
な
い
︒
た

だ
︑
多
く
の
堤
外
地
は
村
境
に
生
じ
る
た
め
︑
一
度
所
有
関
係
や
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
と
︑
後
か
ら
証
明
す
る
こ
と
は
非
常
に

難
し
い
︒
よ
っ
て
︑
堤
外
地
を
有
す
る
村
々
に
お
い
て
は
︑
苅
捨
場
・
荒
場
指
定
後
も
村
で
管
理
を
続
け
て
き
た
と
い
う
関
係
の
連
続
性

を
前
面
に
押
し
出
し
︑
そ
れ
を
一
種
の
実
績
と
す
る
こ
と
で
︑
堤
外
地
の
所
有
権
・
開
発
権
を
強
く
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

四　

別
府
村
新
田
の
成
立

　

と
こ
ろ
で
︑
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
別
府
村
の
堤
外
地
は
︑
一
体
ど
の
よ
う
に
経
営
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
堤
外
地
の
中
で
も

本
田
に
つ
い
て
は
︑
一
貫
し
て
旗
本
仙
石
氏
領
の
別
府
村
本
田
と
し
て
扱
わ
れ
た
︒
一
方
幕
領
の
葭
小
物
成
・
流
作
場
に
関
し
て
は
︑
当

然
本
田
と
は
別
に
年
貢
免
定
の
発
行
を
受
け
る
の
だ
が
︑
そ
の
宛
名
に
は
︑
村
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
見
取
場
主
﹂﹁
地
主
﹂
と
い
っ
た
肩
書

き
が
付
さ
れ
た
個
人
名
が
見
受
け
ら
れ
る
︶
41
︵

︒
こ
れ
ら
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑
別
府
村
内
の
有
力
者
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
以
外
︑
地
位
や
繋

が
り
な
ど
は
明
ら
か
で
な
い
が
︑
一
連
の
関
係
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
総
合
す
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒

①
元
禄
一
一
年
︵
一
六
九
八
︶
七
月
作
成
の
絵
図
︻
図
5
︼
に
は
︑﹁
堤
之
内
七
个
所
之
分
ハ
︑
依
仕
来
御
物
成
長
谷
川
六
郎
兵
衛
殿

江
上
納
仕
候
﹂
と
い
う
書
き
付
け
が
あ
り
︑
そ
の
上
で
﹁
堤
之
内
七
个
所
﹂
の
葭
小
物
成
場
と
他
の
部
分
︵
苅
捨
場
・
荒
場
︶
を
区
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別
せ
ず
︑
全
体
を
単
色
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
新
田
開
発
を
願
い
出
て
い
る
︒

②
宝
永
五
年
︵
一
七
〇
八
︶
正
月
の
堤
外
地
書
上
︵︻
表
︼︶
の
差
出
人
に
︑﹁
同︵
別
府
村
︶村小

物
成
主 

順
昌
﹂
の
名
前
が
あ
る
︒

③
正
徳
五
年
︵
一
七
一
五
︶
一
一
月
の
︻
史
料
4
︼
で
︑﹁
開
残
り
開
発
之
義
﹂
を
願
い
出
た
の
は
︑﹁
別
府
村
願
人
半
平
﹂
で
あ
る
︒

④
享
保
三
年
︵
一
七
一
八
︶
作
成
の
絵
図
︻
図
8
︼
の
差
出
人
に
︑﹁
外
嶋
見
取
場
地
主
半
平
﹂
の
名
前
が
あ
る
︒

⑤
享
保
七
年
以
降
は
︑﹁
別
府
村
順
信
﹂
が
︑
葭
小
物
成
と
流
作
場
の
年
貢
を
一
括
収
納
し
て
い
る
︶
42
︵

︒

　

以
上
の
五
点
か
ら
は
︑
次
の
よ
う
な
筋
立
て
が
可
能
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
貞
享
三
年
︵
一
六
八
六
︶
に
葭
島
の
刈
り
捨
て
が
指
示
さ

れ
た
後
︑
宝
永
年
間
ま
で
の
間
に
︑
堤
内
七
箇
所
の
葭
小
物
成
場
は
村
持
か
ら
﹁
小
物
成
主
﹂
の
個
人
所
有
へ
と
変
わ
っ
た
︒
一
方
苅
捨

場
に
つ
い
て
は
︑
元
禄
十
一
年
に
新
田
開
発
を
願
い
出
た
の
が
村
か
個
人
か
は
不
明
だ
が
︑
宝
永
五
年
の
堤
外
地
書
上
︵︻
表
︼︶
で
幕
領

部
分
の
代
表
が
小
物
成
主
と
お
そ
ら
く
は
別
府
村
村
役
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
流
作
見
取
場
は
小
物
成
主
か
村
の
ど
ち
ら
か
が
所

有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
後
︑
正
徳
五
年
の
開
発
願
人
の
半
平
が
︑
流
作
場
全
体
を
取
得
し
︑﹁
見
取
場
地
主
﹂
と
な
っ
た
︒
そ

し
て
享
保
七
年
以
降
の
流
作
場
の
免
定
︑
さ
ら
に
流
作
見
取
米
と
定
葭
小
物
成
の
皆
済
目
録
の
宛
名
が
︑﹁
別
府
村
順
信
﹂
だ
と
い
う
こ

と
は
︑
そ
の
頃
か
ら
﹁
小
物
成
主
順
昌
﹂
の
縁
者
が
︑
葭
小
物
成
場
に
加
え
て
流
作
場
を
も
所
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
は
︑
延
享
三
年
︵
一
七
四
六
︶
八
月
作
成
の
絵
図
︻
図
9
︼
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
図
中
の

番
号
﹁
一
﹂
～
﹁
十
一
﹂
は
︑﹁
小
物
成
主
久
右
衛
門
﹂
が
一
括
し
て
所
持
す
る
土
地
を
指
し
て
い
る
︒﹁
流
作
﹂
二
箇
所
は
︑
小
物
成
主

と
は
別
の
地
主
が
所
有
し
た
石
高
三
石
二
斗
三
升
二
合
の
新
し
い
流
作
場
で
あ
る
︶
43
︵

︒

　

し
か
し
な
が
ら
︑
実
の
と
こ
ろ
延
享
三
年
の
絵
図
は
︑
小
物
成
主
が
葭
小
物
成
場
と
流
作
場
を
支
配
し
て
い
る
様
子
を
描
い
た
最
後

の
史
料
で
も
あ
る
︒
寛
延
元
年
︵
一
七
四
八
︶
以
降
は
︑﹁
葭
小
物
成
﹂﹁
見
取
場
﹂︑
そ
し
て
﹁
荒
場
﹂
の
名
前
を
史
料
上
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
︒
そ
れ
と
入
れ
替
わ
り
に
現
れ
る
の
が
︑﹁
新
田
地
主
﹂
が
支
配
す
る
高
一
八
石
八
斗
七
升
一
合
の
﹁
別
府
村
新
田
﹂
で
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あ
る
︶
44
︵

︒
こ
の
別
府
村
新
田
は
︑
文
化
元
年
︵
一
八
〇
四
︶
の
検
見
に
関
す
る
書

留
︶
45
︵

に
反
別
三
町
五
反
一
八
歩
と
あ
り
︑︻
図
9
︼
の
一
一
筆
の
面
積
の
合
計
三

町
三
反
四
畝
五
歩
に
近
い
︒
位
置
関
係
も
︻
図
9
︼
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
い

る
︶
46
︵

︒
つ
ま
り
︑
計
一
一
筆
の
葭
小
物
成
場
・
流
作
場
と
荒
場
は
︑
延
享
末
年
頃

に
﹁
別
府
村
新
田
﹂
へ
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
置
き
換
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
︒

　

こ
の
地
目
の
変
更
に
つ
い
て
︑
何
を
も
っ
て
新
田
の
成
立
と
す
る
か
は
︑

﹃
地
方
凡
例
録
︶
47
︵

﹄
の
記
述
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
︒
同
書
﹁
流
作
場
之
事
﹂
で

は
︑
流
作
場
を
﹁
囲
畔
も
な
く
用
水
一
面
に
掛
る
地
所
に
稲
作
を
仕
付
る
分

ハ
︑
反
別
の
改
め
を
受
︑
流
作
場
と
唱
え
て
年
貢
を
納
む
﹂
と
定
義
付
け
る
と

同
時
に
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
不
定
の
作
場
﹂
が
﹁
追
々
地
高
に
成
り
︑
地
馴
て
用

水
掛
り
の
仕
方
も
あ
り
て
︑
新
田
ニ
も
成
る
べ
き
趣
な
ら
バ
︑
小
堤
等
を
築
廻

し
︑
追
て
高
入
に
も
致
﹂
す
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
流
作
場
と
新
田
と
を
明
ら
か

に
区
別
し
て
い
る
訳
だ
が
︑
別
府
村
新
田
の
場
合
も
こ
の
定
義
を
当
て
は
め
る

こ
と
が
で
き
る
︒
延
享
三
年
ま
で
の
流
作
場
に
は
高
が
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
︒
だ
が
︑
寛
延
元
年
以
降
の
免
定
で
は
︑
別
府
村
新
田
の
一
部
と
し
て
高
付

け
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
に
と
も
な
い
︑
年
貢
の
収
納
方
法
も
定
額
の
葭

小
物
成
と
見
取
米
と
い
う
か
た
ち
を
止
め
て
︑
新
田
全
体
へ
の
免
付
け
が
行
わ

図9　小物成主の所有地
延享3年9月〔別府村小物成場・堤外見取場絵図〕（茨田家文書）より作成

別 府 村
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
御
伝
馬
宿
掛
米
・
六
尺
給
米
・
御
蔵
前
掛
銀
の
い
わ
ゆ
る
高
掛
三
役
も
新
た
に
賦
課
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
流

作
場
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
囲
い
堤
が
︑
新
田
化
に
あ
た
っ
て
認
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
︒
文
政
期
に
別
府
村
は
川
向
か
い
の
味ま

舌し
た

下し
も

村
と
土
取
場
の
所
有
権
に
つ
い
て
争
う
の
だ
が
︑
味
舌
下
村
は
﹁
八︵

別

府

村

新

田

︶

作
請
地
新
田
御
高
拾
八
石
余
之
内
︑
同
所
囲
堤
外
ニ
ハ
少
し
も
無
御

座
候
︶
48
︵

﹂
と
主
張
し
て
お
り
︑
囲
い
堤
の
存
在
は
す
で
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
︒
堤
が
築
か
れ
て
か
ら
あ
る
程
度
の
年
月
が

経
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
︑
差
し
支
え
は
な
い
だ
ろ
う
︒

　

高
入
と
築
堤
と
い
う
形
式
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
︑
別
府
村
新
田
は
新
田
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
︶
49
︵

︒

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
︑
神
崎
川
筋
の
堤
外
地
に
つ
い
て
︑
葭
場
と
し
て
の
利
用
が
始
ま
っ
た
一
七
世
紀
前
半
か
ら
︑
一
八
世
紀
中
葉
に
新
田
が
設

定
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
中
心
に
検
討
し
た
︒
堤
外
の
葭
場
は
貞
享
期
に
い
っ
た
ん
苅
捨
場
・
荒
場
と
な
る
が
︑
元
禄
期
以
降
の
規
制
緩

和
に
と
も
な
い
︑
段
階
的
に
田
畑
と
し
て
開
か
れ
て
い
っ
た
︒
三
方
を
河
川
に
囲
ま
れ
︑
山
林
を
有
し
て
い
な
い
別
府
村
に
と
っ
て
︑
新

し
い
耕
地
を
入
手
す
る
手
段
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
幕
府
の
治
水
政
策
の
方
針
に
従
い
つ
つ
も
︑
新
田
開
発
奨
励
の
好
機
を
逃
す
こ

と
な
く
堅
実
に
開
発
は
進
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

　

村
人
が
苅
捨
場
・
荒
場
の
開
発
を
願
い
出
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
か
つ
て
の
葭
場
と
そ
れ
以
外
の
新
し
い
洲
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い

た
︒
開
発
予
定
の
洲
が
水
行
の
妨
げ
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
際
に
︑
以
前
そ
の
土
地
を
葭
場
と
し
て
使
用
し
て
い
た
と
い
う
来
歴
が

あ
る
方
が
︑
全
く
新
し
い
場
所
よ
り
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
開
発
を
進
め
る
こ
と
で
︑
水
害
の
危
険
や
排
水
路

の
障
害
が
発
生
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
︒
幕
府
や
個
別
領
主
だ
け
で
は
な
く
︑
水
利
関
係
を
と
も
に
す
る
近
隣
の
村
々
を
納
得
さ
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せ
る
た
め
に
も
︑
開
発
予
定
地
は
︑
は
る
か
昔
か
ら
存
在
し
て
い
た
村
の
所
有
地
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
︒
加
え
て
古
く
か
ら
の

所
有
権
を
示
す
こ
と
で
︑
優
先
的
に
開
発
を
行
う
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
︒

　

た
だ
し
︑
こ
れ
を
逆
か
ら
見
れ
ば
︑
村
と
繋
が
り
が
な
い
土
地
に
関
し
て
は
︑
優
先
権
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
紙
幅
の

都
合
上
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
︑
早
い
時
期
に
形
成
さ
れ
た
洲
や
島
の
外
に
も
当
然
新
た
な
洲
は
付
く
︒
享
保
期
に
作
成
さ
れ

た
︻
図
8
︼
に
は
︑
す
で
に
い
く
つ
か
の
新
し
い
洲
や
小
さ
な
島
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
土
地
を
利
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
隣
村

や
川
向
か
い
の
村
を
相
手
に
所
有
権
を
勝
ち
取
る
必
要
が
あ
り
︑
し
ば
し
ば
争
論
の
も
と
と
な
っ
た
︶
50
︵

︒
享
保
改
革
期
に
大
規
模
な
新
田
開

発
を
推
し
進
め
た
利
根
川
下
流
域
な
ど
と
は
違
い
︑
同
時
期
の
淀
川
中
流
域
や
神
崎
川
で
は
︑
す
で
に
堤
外
で
開
発
可
能
な
箇
所
は
あ
ら

か
た
開
か
れ
て
し
ま
い
︶
51
︵

︑
ご
く
小
規
模
な
土
地
の
権
利
を
争
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
加
え
て
︑
洲
や
島
の
増
加
に
よ
っ
て
︑
ま
す
ま
す

水
利
と
の
折
り
合
い
の
付
け
方
が
困
難
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
︑
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

﹇
註
﹈

︵
1
︶ 

木
村
礎
校
訂﹃
旧
高
旧
領
取
調
帳
﹄︵
東
京
堂
出
版
︑
一
九
九
五
年
︶︒

︵
2
︶ 

﹃
寛
政
重
修
諸
家
譜
﹄︵
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
一
九
八
〇
～
八
一
年
︶︑﹃
摂
津
市
史
史
料
集
第
一
号　

明
治
十
二
年﹃
村
誌
﹄﹄︵
摂
津
市
︑
一
九
七
八
年
︶

︵
3
︶ 

堤
家
の
史
料
は
︑
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
河
内
国
茨
田
郡
門
真
三
番
村
茨
田
家
の
文
書
群
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
茨
田
家
文
書
の
閲
覧
に
あ

た
っ
て
は
︑
同
文
書
を
所
蔵
す
る
門
真
市
立
歴
史
資
料
館
の
常
松
隆
嗣
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
︒

︵
4
︶ 

﹃
神
安
水
利
史 

本
文
編
﹄︵
神
安
土
地
改
良
区
︑
一
九
八
〇
年
︶二
一
〇
～
二
一
三
頁
︑﹃
吹
田
市
史
﹄第
二
巻︵
一
九
七
五
年
︶二
〇
八
～
二
一
三
頁

な
ど
︒
畿
内
以
外
の
地
域
で
は
︑
主
に
享
保
改
革
と
関
連
し
た
関
東
に
お
け
る
流
作
場
開
発
に
つ
い
て
︑
大
谷
貞
夫﹁
元
文
︱
延
享
期
関
東
に
お

け
る
流
作
場
検
地
﹂︵﹃
成
田
山
教
育
文
化
福
祉
財
団
研
究
紀
要
﹄二
号
︑
一
九
七
〇
年
一
一
月
︑
の
ち
大
谷﹃
近
世
日
本
治
水
史
の
研
究
﹄雄
山
閣
︑
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一
九
八
六
年
に
収
録
︶︑
大
石
学﹁
享
保
改
革
期
に
お
け
る
流
作
場
開
発
政
策
と
村
落
︱
下
利
根
川
流
域
野
木
崎
村
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
徳
川
林
政
史

研
究
所
研
究
紀
要
﹄昭
和
五
四
年
度
︑
一
九
八
〇
年
三
月
︑
の
ち
大
石﹃
享
保
改
革
の
地
域
政
策
﹄吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
六
年
に
収
録
︶︑
松
尾

公
就﹁
享
保
改
革
末
期
の
新
田
政
策
﹂︵
北
島
正
元
編﹃
近
世
の
支
配
体
制
と
社
会
構
造
﹄吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三
年
︶︑
大
関
久
仁
子﹁
常
州
桜
川

流
域
に
お
け
る
流
作
場
新
田
検
地
﹂︵﹃
土
浦
市
立
博
物
館
紀
要
﹄第
一
号
︑
一
九
八
九
年
︶な
ど
が
あ
る
︒
ま
た
︑
堤
外
の
事
例
で
は
な
い
が
︑
多

摩
川
沿
岸
の
低
地
開
発
に
つ
い
て
︑
清
水
祐
介﹁
近
世
中
･
後
期
に
お
け
る
低
地
部
の
開
発
と
景
観
︱
粟
之
須
村
を
中
心
と
し
て
︱
﹂︵
原
田
信

男
編﹃
地
域
開
発
と
村
落
景
観
の
歴
史
的
展
開
︱
多
摩
川
中
流
域
を
中
心
に
︱
﹄思
文
閣
出
版
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

︵
5
︶ 

村
田
路
人﹁
一
七
世
紀
摂
津
・
河
内
に
お
け
る
治
水
政
策
と
堤
外
地
土
地
利
用
規
制
﹂︵﹃
枚
方
市
史
年
報
﹄第
十
一
号
︑
二
〇
〇
八
年
︶︑
同﹃
近
世

の
淀
川
治
水
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
同﹁
堤
外
地
政
策
か
ら
み
た
元
禄
・
宝
永
期
に
お
け
る
摂
河
治
水
政
策
の
転
換
﹂︵﹃
大
阪
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹄第
五
〇
巻
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
︑
以
下
二
〇
一
〇
a
と
表
記
︶︑
同﹁
享
保
初
年
に
お
け
る
幕
府
派
遣
役
人
の
上
方
川
筋

見
分
・
普
請
と
堤
外
地
政
策
﹂︵﹃
枚
方
市
史
年
報
﹄第
十
三
号
︑
二
〇
一
〇
年
四
月
︑
以
下
二
〇
一
〇
ｂ
と
表
記
︶︒

︵
6
︶ 

作
成
年
代
未
詳
︑﹃
摂
津
市
史
﹄史
料
編
二︵
摂
津
市
役
所
︑
一
九
八
二
年
︶一
七
六
～
一
七
七
頁
︒

︵
7
︶ 

茨
田
家
文
書
︒

︵
8
︶ 

明
治
末
年
頃
作
成
か︹
旧
字
図
︺︑
摂
津
市
所
蔵
︒

︵
9
︶ 

茨
田
家
文
書
︒
こ
の
帳
面
が
作
成
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
当
時
行
わ
れ
た
畿
内
の
川
筋
見
分
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
〇

八
に
よ
る
と
︑
承
応
二
年
五
月
一
三
日
︑
老
中
の
指
示
を
受
け
た
大
坂
町
奉
行
は
︑
摂
河
の
大
河
川
沿
い
に
所
領
を
持
つ
領
主
に
対
し
て
河
川
の

水
行
の
妨
げ
と
な
る
葭
の
刈
り
捨
て
を
行
う
旨
を
通
知
し
︑
そ
れ
を
受
け
た
各
領
主
は
堤
奉
行
へ
︑
葭
高
な
ら
び
に
過
去
五
年
間︵
慶
安
元
年
か

ら
承
応
元
年
︶の
葭
小
物
成
の
書
上
を
提
出
し
て
い
る
︒﹁
川
畑
田
畑
帳
﹂に
挟
み
込
ま
れ
た﹁
指
上
ケ
申
外
嶋
田
畑
高
之
覚
﹂が
提
出
の
書
上
に
該

当
す
る
だ
ろ
う
︒
本
来
田
畑
の
部
分
は
無
関
係
だ
が
︑
外
嶋
田
畑
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
︒

︵
10
︶ 

前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
〇
八
︑
同
二
〇
〇
九
に
同
じ
︒

︵
11
︶ 

安
岡
重
明﹃
日
本
封
建
経
済
政
策
史
論
﹄︵
有
斐
閤
︑
一
九
五
九
年
︶︑
脇
田
修﹃
近
世
封
建
制
成
立
史
論
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
七
年
︶︑

藪
田
貫﹁
近
世
畿
内
所
領
構
成
の
特
質
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄第
七
三
号
︑
一
九
七
六
年
︒
の
ち
藪
田﹃
近
世
大
坂
地
域
の
史
的
研
究
﹄清
文
堂
︑
二
〇

〇
五
年
に
収
録
︶︑
岩
城
卓
二﹁
村
高
を
め
ぐ
る
公
儀
と
百
姓
︱
国
役
賦
課
を
中
心
に
︱
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ
ア
﹄第
一
二
五
号
︑
一
九
八
九
年
︶︒
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︵
12
︶ 

天
明
七
年﹁
一
津
屋
村
明
細
帳
﹂︵﹃
摂
津
市
史
﹄史
料
編
二
︑
四
五
～
四
八
頁
︶︒
慶
応
四
年
太
中
村﹁
諸
事
付
込
改
写
帳
﹂︵
同 

史
料
編
三
︑
一
九

八
三
年
︑
四
〇
二
～
四
〇
五
頁
︶︒

︵
13
︶ 
前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
〇
八
︑
同
二
〇
〇
九
に
同
じ
︒

︵
14
︶ 

﹃
八
尾
市
史
﹄史
料
編︵
八
尾
市
役
所
︑
一
九
六
〇
年
︶五
四
九
頁
︒

︵
15
︶ 

宝
永
五
年
正
月
二
四
日﹁
宝
永
年
中
堤
外
本
田
・
流
作
場
・
小
物
成
苅
捨
場
・
葭
場
・
付
洲
・
土
取
場
等
書
上
之
留
﹂︑
茨
田
家
文
書
︒

︵
16
︶ 

前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
〇
八
に
同
じ
︒

︵
17
︶ 

前
掲
註︵
15
︶に
同
じ
︒

︵
18
︶ 

前
掲
註︵
7
︶に
同
じ
︒

︵
19
︶ 

﹁
川
筋
御
用
覚
書
﹂︵﹃
大
阪
市
史
﹄第
五
︑
大
阪
市
︑
一
九
一
一
年
︑
二
七
八
～
二
八
一
頁
︶︒

︵
20
︶ 

前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
一
〇
a
に
同
じ
︒

︵
21
︶ 

﹁
川
筋
御
用
覚
書
﹂︵﹃
大
阪
市
史
﹄第
五
︑
二
八
四
頁
︶︒

︵
22
︶ 

例
え
ば
︑
元
禄
五
年
十
月
唐
崎
村﹁
口
上
之
覚
書
并
証
文
之
写
書
付
指
上
ケ
申
覚
﹂︵﹃
高
槻
市
史
﹄第
四
巻︵
二
︶︑
高
槻
市
役
所
︑
一
九
七
九
年
︑

三
二
九
頁
︶︑
宝
永
二
年
十
月
下
嶋
村﹁
乍
恐
口
上
書
差
上
申
候
﹂︵﹃
枚
方
市
史
﹄第
八
巻
︑
枚
方
市
役
所
︑
一
九
七
一
年
︑
三
七
～
三
八
頁
︶︒

︵
23
︶ 

元
禄
六
年
の
規
制
緩
和
と
元
禄
期
畿
内
河
川
整
備
事
業
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
一
〇
a
参
照
︒

︵
24
︶ 

京
都
町
触
研
究
会
編﹃
京
都
町
触
集
成
﹄第
一
巻︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
三
年
︶五
三
頁
︒

︵
25
︶ 

元
禄
一
一
年
六
月
二
七
日﹁
乍
恐
以
口
上
書
申
上
候
﹂︵﹃
神
安
水
利
史
﹄史
料
編
上
︑
神
安
土
地
改
良
区
︑
一
九
七
二
年
︑
一
一
六
～
一
一
七
頁
︶︒

︵
26
︶ 

元
禄
一
〇
年
十
月﹁
乍
恐
追
テ
御
訴
訟
申
上
候
﹂︵﹃
神
安
水
利
史
﹄史
料
編
上
︑
一
一
五
～
一
一
六
頁
︶︒

︵
27
︶ 

﹃
神
安
水
利
史
﹄本
文
編
八
四
︑
八
五
頁
︒

︵
28
︶ 

前
掲
註︵
15
︶に
同
じ
︒

︵
29
︶ 

宝
永
五
年
の
川
筋
見
分
の
概
要
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
一
〇
a
参
照
︒

︵
30
︶ 

前
掲
註︵
6
︶に
同
じ
︒

︵
31
︶ 

享
保
一
一
年
頃
作
成
か﹁
神
崎
川
筋
摂
州
嶋
下
郡
別
府
村
御
見
取
場
御
年
貢
上
納
覚
﹂︑
茨
田
家
文
書
︒
正
徳
五
年
一
一
月︹
別
府
村
苅
捨
場
開
き
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残
り
開
発
願
絵
図
控
︺︑
茨
田
家
文
書
︒

︵
32
︶ 

前
掲
註︵
31
︶︹
別
府
村
苅
捨
場
開
き
残
り
開
発
願
絵
図
控
︺︒

︵
33
︶ 

茨
田
家
文
書
︒
別
府
村
堤
外
地
の
年
貢
免
定
・
皆
済
目
録
は
︑
正
徳
四
年
以
降
幕
末
ま
で
断
続
的
に
残
存
し
て
い
る
︒

︵
34
︶ 
享
保
初
年
の
川
筋
見
分
と
堤
外
地
政
策
の
変
化
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註︵
5
︶村
田
二
〇
一
〇
ｂ
参
照
︒

︵
35
︶ 
﹁
川
筋
御
用
勤
書
﹂︵﹃
大
阪
市
史
﹄第
五
︑
二
六
八
～
二
六
九
頁
︶︒

︵
36
︶ 

享
保
三
年
八
月
一
六
日︹
外
嶋
作
付
御
赦
免
之
時
御
書
出
控
︺︑
茨
田
家
文
書
︒
流
作
停
止
を
撤
回
す
る
老
中
奉
書
の
指
示
が
︑
大
坂
町
奉
行
か
ら

代
官
へ
伝
え
ら
れ
︑
代
官
鈴
木
九
太
夫
は
そ
の
内
容
を
廻
状
で
支
配
下
の
村
々
に
伝
達
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒

︵
37
︶ 

文
政
一
〇
年
二
月
味
舌
下
村﹁
鮎
川
古
川
床
出
入
一
件
留
帳
﹂︵﹃
摂
津
市
史
﹄史
料
編
二
︑
四
九
七
～
五
〇
一
頁
︶︒

︵
38
︶ 

寛
文
一
二
年
四
月︹
三
个
村
悪
水
井
路
・
鳥
飼
井
路
絵
図
︺︑
茨
田
家
文
書
︒

︵
39
︶ 

当
該
地
域
で
は
︑
川
の
水
量
へ
の
影
響
が
少
な
い
地
点
に
悪
水
を
落
と
す
た
め
︑
各
水
利
組
織
が
耕
地
か
ら
遠
く
離
れ
た
場
所
ま
で
水
路
を
引

き
︑
時
に
は
伏
越
樋
で
立
体
交
差
す
る
複
雑
な
水
利
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
た
︒﹃
神
安
水
利
史
﹄本
文
編
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
40
︶ 

前
掲
註︵
31
︶﹁
神
崎
川
筋
摂
州
嶋
下
郡
別
府
村
御
見
取
場
御
年
貢
上
納
覚
﹂︒

︵
41
︶ 

前
掲
註︵
33
︶に
同
じ
︒

︵
42
︶ 

前
掲
註︵
33
︶に
同
じ
︒
別
府
村
の
幕
領
に
関
し
て
は
︑
葭
小
物
成
は
毎
年
定
額
を
支
払
う
た
め
︑
流
作
場
の
分
だ
け
免
定
が
発
行
さ
れ
る
︒
皆

済
目
録
に
つ
い
て
は
︑
定
葭
小
物
成
と
流
作
見
取
米
を
併
せ
た
一
通
が
発
行
さ
れ
た
︒
享
保
五
年
ま
で
は
皆
済
目
録
し
か
残
っ
て
い
な
い
た
め
︑

免
定
の
宛
名
は
不
明
だ
が
︑
皆
済
目
録
の
宛
名
は
全
て
別
府
村
庄
屋
・
年
寄
・
百
姓
宛
だ
っ
た
︒
享
保
七
年
以
降
は
︑﹁
別
府
村
順
信
﹂宛
の
流
作

場
免
定
と
︑
同
人
宛
の
定
葭
小
物
成
・
流
作
見
取
米
の
皆
済
目
録
が
発
行
さ
れ
て
お
り
︑
享
保
六
︑
七
年
頃
に
変
化
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
︒

︵
43
︶ 

前
掲
註︵
33
︶に
同
じ
︒
享
保
一
二
年
か
ら
は
︑
新
し
い
流
作
場
部
分
だ
け
の
単
独
の
免
定
が
登
場
す
る
︒
よ
っ
て
︑
こ
の
頃
免
定
は
小
物
成
主

宛
と
新
た
な
流
作
場
地
主︵
篤
十
郎
︶宛
の
二
通
が
発
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が︵
同
時
期
の
小
物
成
主
分
の
免
定
は
残
っ
て
い
な
い
︶︑

皆
済
目
録
の
方
は
二
名
分
を
一
通
に
ま
と
め
た
も
の
が
残
っ
て
お
り
︑
宛
名
は
再
び
別
府
村
宛
と
な
っ
て
い
る
︒

︵
44
︶ 

前
掲
註︵
33
︶に
同
じ
︒

︵
45
︶ 

文
化
元
年﹁
江
戸
表
ゟ
御
添
御
検
見
ニ
付
諸
事
書
留
﹂︑
古
木
茂
家
文
書
︒
本
稿
で
は
摂
津
市
所
蔵
の
写
真
版
を
使
用
︒
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享
和
二
年
一
〇
月﹁
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縫
殿
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病
気
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付
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代
検
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坂
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代
官
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周
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候
麁
絵
図
写
﹂︑
天
保
一
〇
年
四
月
二
六
日︹
質
物
入
田
畑

麁
絵
図
控
︺等
︑
茨
田
家
文
書
︒
別
府
村
新
田
の
絵
図
は
ご
く
簡
略
化
さ
れ
た
麁
絵
図
し
か
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
︑
小
物
成
場
・
流
作
場
だ
け

で
は
な
く
荒
場
も
あ
き
ら
か
に
新
田
の
領
域
内
に
含
ま
れ
て
い
る
︒︻
図
9
︼十
一
筆
の
合
計
値
と
前
掲
註︵
45
︶に
差
が
あ
る
の
は
︑
荒
場
の
分
か
︒
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47
︶ 

大
石
慎
三
郎
校
訂﹃
地
方
凡
例
録
﹄上
巻︵
近
藤
出
版
社
︑
一
九
六
九
年
︶︑
一
一
九
頁

︵
48
︶ 

前
掲
註︵
37
︶に
同
じ
︒
実
際
に
は
︑
江
口
村
際
な
ど
囲
い
堤
の
外
に
も
別
府
村
新
田
の
田
畑
は
存
在
す
る
︒

︵
49
︶ 

前
掲
註︵
4
︶大
石
論
文
で
は
︑
代
官
が
村
民
に
対
し
て
︑
流
作
場
が
高
請
に
な
る
と
諸
役
負
担
が
か
か
っ
て
不
利
で
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
高
入

を
免
除
す
る
か
わ
り
に
永
納
の
額
を
増
や
す
よ
う
要
求
し
た
事
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
別
府
村
新
田
の
場
合
も
︑
高
入
に
と
も
な
い
負
担
は
確

実
に
増
え
て
い
る
︒
新
田
の
設
定
が
小
物
成
主
の
本
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
︑
あ
き
ら
か
で
な
い
︒

︵
50
︶ 

例
え
ば
︑
神
崎
川
・
安
威
川
合
流
点
付
近
に
で
き
た
面
積
二
反
歩
の
島
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
宝
暦
七
年
に
別
府
村
・
味
舌
下
村
・
北
大
道
村
・
西
大

道
村
・
南
大
道
村
の
間
で
争
論
が
起
き
て
い
る
︒
こ
の
島
は
村
境
か
つ
島
下
郡
・
西
成
郡
の
郡
境
に
存
在
し
︑
五
か
村
の
領
主
も
幕
領
・
下
総
国

古
河
藩
領
・
旗
本
仙
石
氏
領
と
異
な
る
た
め
︑
問
題
が
よ
り
複
雑
化
し
た
︒
宝
暦
十
年
︑
大
坂
町
奉
行
の
裁
許
に
よ
っ
て
五
か
村
立
会
の
島
と

な
っ
た
︒︵﹃
神
安
水
利
史
﹄本
文
編
二
一
二
頁
︑
同 

史
料
編︵
上
︶︑
一
八
七
～
一
九
一
頁
︶

︵
51
︶ 

﹃
神
安
水
利
史
﹄本
文
編
二
一
〇
頁
に
よ
る
と
︑
新
田
開
発
の
大
半
は
宝
永
五
年
の
川
筋
見
分
を
契
機
に
実
施
さ
れ
て
い
る
︒

︵
大
学
院
博
士
後
期
課
程
学
生
︶
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SUMMARY

Shi� in Use of Waterside Lands in Early Modern Japan: 
�e Case of Lands along the Kanzaki River in Settsu Province

Saki Katayama

Waterside lands were among the most intensively used and developed agri-
cultural terrains in early modern Japan. �e term ‘waterside lands’ refers here to 
areas on outer sides of levees built around settlements, more speci�cally to river-
banks, shoals, and islands. �ese were grounds particularly prone to �ooding and 
erosion, but for numerous villages situated along rivers, that had neither moun-
tains nor woodlands of their own, they provided a seldom opportunity to reclaim 
new land.

This paper investigates the process of land usage and development on the 
banks of the Kanzaki River in the Village of Befu (Befu-mura in Japanese), Shi-
mashimo District, Settsu Province (now Settsu, Osaka Prefecture), a settlement 
surrounded on its three sides by flowing waters. In 1610, promptly after levees 
were erected in Befu along the Kanzaki River, a shoal began to form on their wa-
terside. A part of it was transformed into agriculture area by 1629. �e remaining 
swamps were used as common land to grow reeds, and taxed with a �xed rate ko-
mononari tax. A�er new stricter water regulations were enforced by the Shogunate 
in 1686, the whole swath of riverfront grounds was banned from use. Nonetheless, 
the restrictions were subsequently eased in favor of a policy promoting reclama-
tion of new agricultural lands. �e reed bed was gradually converted into �elds, 
until it became one contiguous arable area, known to locals as Befu-mura Shinden 
(‘shinden’ is Japanese for ‘newly reclaimed �eld’), in 1747.

Due to their proximity to rivers, villages that owned waterside lands were 
frequently exposed to �ood damage. Shoals and islands may have been a source 
of new �elds, but they also made riverbeds narrower and obstructed water �ows, 
increasing the danger of �ooding even further. In case of Befu, the village basically 
followed water regulations set up by the Shogunate, yet used any possible oppor-
tunity to apply for permission to reclaim new agricultural �elds, which resulted 
in their steady development. At the same time, in order to avoid criticism from 
other settlements that shared the same water resources, the land for expansion was 
claimed as having been in use by the villagers for many years to grow reeds.
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