
江
戸
時
代
か
ら
北
河
内
で
は
、
農
業
用
の
た
め

池
に
コ
イ
や
フ
ナ
、
ウ
ナ
ギ
な
ど
を
放
流
し
て
養

殖
し
、
水
を
抜
い
て
池
を
さ
ら
っ
た
時
に
捕
ま
え

る
「
雑
魚
捕
り
」
と
い
う
行
事
が
盛
ん
で
し
た
。

捕
れ
た
魚
は
、洗
い
や
甘
露
煮
に
し
て
食
べ
た
り
、

売
っ
て
村
の
収
入
に
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

江
戸
時
代
前
期
に
築
造
さ
れ
た
長
尾
大
池
で
も

古
く
よ
り
雑
魚
捕
り
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
は
干
ば
つ
な
ど
で

水
位
が
下
が
っ
た
年
に
だ
け
行
わ
れ
た
た
め
、
10

年
、15
年
に
１
度
の
一
大
行
事
と
な
り
ま
し
た
が
、

大
人
か
ら
子
ど
も
ま
で
大
勢
の
人
た
ち
で
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。
写
真
は
今
か
ら
約
40
年
前
の
雑
魚
捕

り
の
様
子
を
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
長
尾
で
農
業

を
営
む
分
林
正
明
さ
ん
（
77
歳
）
も
中
学
生
の
頃

に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
大
池
の
雑
魚

捕
り
は
地
元
の
人
に
と
っ
て
お
祭
り
の
よ
う
な
も

の
で
し
た
。
み
ん
な
が
何
カ
月
も
前
か
ら
道
具
を

作
っ
て
準
備
し
、心
待
ち
に
し
て
い
た
も
の
で
す
。

５
㎏
を
超
え
る
コ
イ
も
捕
ま
え
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
よ
」
と
懐
か
し
く
語
り
ま
す
。
ま
た
、
農
業
用

水
が
不
足
し
た
時
は
雑
魚
捕
り
が
終
わ
っ
た
後
の

残
り
水
を
「
銭ぜ

に
み
ず水
」
と
し
て
売
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。今

も
地
域
の
水
田
に
水
を
供
給
し
続
け
る
長
尾

大
池
で
す
が
、
現
在
で
は
当
時
の
よ
う
な
雑
魚
捕

り
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
水
鳥
が
羽
を
休
め
る
場

所
と
な
っ
て
い
ま
す
。
護
岸
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

整
備
さ
れ
、
池
の
ほ
と
り
の
木
々
だ
け
が
、
昔
と

変
わ
ら
ず
水
面
を
吹
く
風
に
揺
れ
て
い
ま
す
。

 

（
平
成
23
年
２
月
号
）

地域こぞって「雑
じ ゃ こ

魚捕り」を楽しんだ

長尾大池

▲ 長尾大池で雑魚捕りを楽しむ住民たち（昭和45年）。

▲ 池の周辺には住宅が立ち並びます。
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