
叶
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叫
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Ⅰ

ほ
ぃ
レ

め
に

一

八

六
三

年
､

通

称

｢

ウ

ド

ン

P
d
O

息

条
働
+

の

締
結
に

よ

っ

て

フ

ラ

ン

ス

は

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

保
護
領
支

配
を

開
始
し

た
｡

し

か

し
､

こ

の

条
約
は
フ

ラ

ン

ス

人
理

事
官
の

王

都
駐
在

､

フ
ラ

ン

ス

人
の

往
来

､

所
有

､

.
通

商
の

自
由
な

ど

を

規
定

し
た

条
項
を

織

り

込

ん

で

い

る

も
の

の
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

内
政
に

関
す
る

フ

ラ

ン

ス

の

権
限
に

は
一

切

触
れ

ず
､

む

し

ろ

通

商
条
約
と

し
て

の

性
格

が

強
か
っ

た
｡

従
っ

て
､

そ
の

後
は

ぽ

二

十

年
間
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

ほ
､

国
王
が

旧

来
ど

お

り

専
制
的
権
力
を

掌
握
し

､

Z
.

ア

ン
.

ス

の

形
式

上
の

保
護
国
に

す
ぎ

な
か

っ

た

と
い

っ

て

も

過

言
で

は

な
い

｡

無
論

､

こ

の

間
フ

ラ

ン

ス

は

技
手

傍
観
し

て

い

た

わ

け
で

は

な

く
､

し

ば

し

ば

内
政
干
渉
を

試
み

た
｡

し
か

し
､

国
王
や

､

農
民

層
の

菊

池

道

樹

支
持
に

支

え

ら
れ

た

カ

ン

ボ

ジ

ア

入

官
吏
の

抵
抗
は

根
強
く

､

フ

ラ

ン

ス

の

企
図

は

成
功
し

な

か
っ

た
｡

こ

の

た

め
ラ

テ

ン

ス

ほ
一

八
八

四

年
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

行
政

､

財
政

､

司

法
､

通

商
上
の

諸

権
限
を
フ

ラ

ン

ス

人

理

事
官
へ

移
譲
す
る

主

旨
の
､

協
約
を

武

力
を

背
景
と

し

て

国
王
に

調

印
さ

せ

た
｡

こ

こ

に

フ

ラ

ン

ス

に

よ

る

実

質
上
の

保

護
領
支

配
が

始
ま

る

の

で

あ
る

｡

以

上
の

よ

う

な
カ

ン

ボ

ジ

ア

侵
略
過

程
と

前
後
し
て

フ

ラ

ン

ス

ほ

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

を

も

領
有
し

､

一

八

八

七

年
に

は

カ

ン

ボ

ジ

ア

と

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

三

地

域
(

ト

ン

キ

ン
､

ア

ン

ナ
ン

､

コ

｢

チ

シ

ナ
)

か

ら

成
る

イ

ン

ド

シ

ナ

連
邦
を

形
成

し
､

さ

ら
に

九

九

年
に

は

ラ

オ

ス

を

も

同

連
邦
に

併
合
し

､

イ

ン

ド

シ

ナ

三

国
を
一

単
位
と

し

て

統
治
す

る

連
邦
植
民
地

を

完
成
し
た

｡

こ

の

よ

う
に

カ

ン

ボ

ジ

ア

ほ

十
九

せ
紀

後
半

､

イ

ン

ド

シ

ナ

連
邦
植
民
地
の

一

構
成
単
位

抑
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(

l
)

と

し

て

フ

ラ

ン

ス

の

保
護
領
支
配
下
に

置
か

れ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

で

は

こ

う
し

た

保
護
領
支

配
の

あ

り

方
ほ

､

近

代
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

経
済
史
に

お

い

て

い

か

な
る

意
義
を

も
っ

た

の

で

あ

ろ

う

か
｡

本

稿
の

ね

ら
い

は
､

十
九

世

紀
後
半

､

即

ち

保
護
領
支
配
確

立

期
の

内

水

面
漁
業
に

関
す

る

二

つ

の

問
題
-
漁
業
経
営
と

漁
場

占
有
権
の

賃
貸
制
度
-
に

即

し
て

､

こ

の

課
題
を

検
討
す
る

こ

と

に

あ

る
｡

行
論
の

順
序
と

し
て

は

ま

ず
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

経
済
に

お

け
る

内
水

面
漁
業
の

重

要
性
に

つ

い
■
て

､

輸
出
と

財
政

収
入
の

両

面
か

ら

検

討
し

､

次
い

で

内

水

面
漁

業
の

中
心

地

ト

ン

レ

ザ

タ

ナ

ゴ
ロ

n
-

か

S

ぢ
湖
沿

岸
の

漁
業
経
営
の

特
徴
せ

明
ら

か

に

す
る

｡

そ

し
て

最
後
に

､

中
小
の

河

川
､

湖
沼
の

漁
場
占
有
権
の

賃
貸
制
度

の

実
態
と

問
題
点
を

解
明

す
る

｡

な

お
､

本
稿
が

依
拠
す

る

主

な

史
料
は

､

フ

ラ

ン

ス

の

国
立

古

文

書

館

A

岩
E
く
e

S

2
p
t
小

O

n

巴
e

s

の

海
外

部

門
分

室

S
e

t
-

O

n

d

d
u
t

r

e
･

呂
e

r

及
び

海
外

文

書
保
管
所

口
爪

甘

賢

d
e

ロ

A

岩
E
く
e

S

d

d
ま
1

?
呂
e

r

が

所
蔵
す

る
､

フ

ラ
ン

ス

入

官
吏
の

書
簡

､

報
告

書
や

漁
場

占
有
権
の

賃
貸
契
約
文

書
な

ど
で

あ

る
｡

(

1
)

保
護
領

化
の

過
程

に

つ

い

て

は
､

O
s

b

O

コ
ー

e
-

已
i

-

t

O
ロ

.

り

訂

h
1

3
-

岳
b

計

勺
言
ゎ
句

さ
b

恥

軋

さ

C
Q
b

詠
丸

達
b

計
丸

吉
包

白

達
乱

C
白

票
ひ

Q

軋

訂
-
知
覧
､

Q

白

岩
札

知
へ

尽
○

さ
h
Q

(

蒜
篭
-
岩
Q
叫
)

-

i
t

F
P
C

p

P
ロ

ー

J
O

日

中
ロ

n
､

-

9
ひ

P

を
､

ま

た

保
護
領
支

配
下

の

全

般
的

な

政

治
､

経
済
状
況

に

つ

い

て

は
､

湘
一

手

句
○

岩
川

声

A
-

巴
ロ

.

ト
Q

C
白

き
ど

舟
Q

監

訂

旨
訂
達

計

邑
訂
達

寸
白
毒

盲
訂
P

-
祇
計
訂
軋

言

礼
､

e

莞

昌
訂

邑
旨

ぎ
達

旨
空

曹
S
て

訂

(

蒜
巴

1

-
岩
山

Q

)
,

勺

賀
i

払
-

【

p
00

O
t

を

参

照
の

こ

と
｡

Ⅱ

内

水

面
漁
業
の

経
済
上
の

重

要
性

1

水

産
物
の

輸
出
動
向

湖
沼
や

河

川
で

捕
獲
さ

れ

る

魚
は

､

米
と

と

も
に

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

食
生

活
に

欠
か

す
こ

と

が

で

き

な
い

重

要
な

食
糧
で

あ

り
､

ま

た

保
護
領
期
に

お

い

て

は

輸
出
品
と

し
て

も

極
め
て

重

要
な

地

位
を

占
め
て

い

た
｡

輸
出
に

占
め

る

こ

の

内
水

面
産
の

水

産
物
の

此

重

を

確
認
す
る

こ

と
が

本

節
の

課
題
で

あ

る

が
､

そ

の

前
に

保

護
領
化

彼
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

貿
易
状
況
を

概
観
し
て

お

く
必

要
が

あ

る
｡

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

は
､

コ

ー

チ

シ

ナ

と
の

貿
易
国
係
に

つ

い

て

次
の

よ

う
に

規
定
し
て

い

る
｡

コ

ー

チ

シ

ナ

凝
督
府
の

許
可
証
を

携
行
す
る

フ

ラ

ン

ス

国

籍
の

船
舶
が

カ

ン

ボ

ジ

ア

国
内
に

お

い

て

貿
易
取

引

を

行
な

う
場
合

､

ア
ヘ

ン

を

除
く

全
て

の

商
品
に

つ

い

て

関
取
は

免
除
さ

れ

る

(

第

十
条
)

｡

ま
た

､

フ

ラ

ン

ス

人

理

事
官
の

許
可
を

得
た

船

舶
で

輸

ザ

メ

ナ

ー

.

†

鮎
丁

′

ト

ん
.

如

ト

｢

サ

轟

叫

.
t
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出
さ

れ

る

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

商
品
は

､

コ

ー

チ

シ

ナ

各
港
に

お

い

て

(

1
)

関
税
を

免
除
さ

れ

る

(

第
十

一

条
)

｡

こ

れ

ら
の

規
定
は

実
質
上

､

メ

コ

ン

河
を

経
由
す

る

カ

ン

ボ

ジ

ア

ー
コ

ー

チ

シ

ナ

間
の

貿
易
の

拡

大

を

企

図
し

た

も
の

で

あ

る

が
､

フ

ラ

ン

ス

が

こ

う

し
た

条
項
を

条
約
に

繰
り

込

ん

だ

背
景
を

簡
単

に

説
明

し
て

お

く
｡

一

八

六
二

年
､

つ

ま

り

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

締
結
の

前
年
に

カ

ン

ボ

ジ

ア

各
地
の

経
済
事
情
を

視
察
し
た

ス

ポ

ー

ネ

ル

S

p
O

弓
ロ
e

【

に

よ

れ

ば
､

当

時
の

流
通

網
は

中
国

人
が

支
配
し

､

商
業
の

中

心

地
プ

ノ

ン

ペ

ン

で

は

国
内

外
の

商
品
が

取

引
さ

れ

て

い

た
｡

一

方
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

唯
一

の

海
港
カ
ム

ポ

ッ

ト

只
p

ヨ
p
O
t

は
､

王

室

貿

易
の

中

継
地
と

し
て

一

定
の

購
い

を

み

せ

て

い

た
｡

し
か

し
､

国

内

を

流
通

す
る

商
品
は

米
を

除
き

､

全
て

価
格
の

一

朝
を

流
通

税

と

し
て

課

税
さ

れ
､

そ

の

う
え

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

､

タ

イ

と

の

貿
易
に

お

い

て

は
､

そ
れ

ぞ

れ

の

国
の

税
関
で

全

商
品
に

一

剖
の

関

税
が

課
せ

ら
れ

た
｡

こ

の

た

め
､

メ

コ

ン

河

経
由
で

プ

ノ

ン

ペ

ン

か

ら

輸

出
さ

れ

る

商
品
の

多
く

は
､

サ

イ
ゴ

ン

に

お

い

て

価
格
が

八
剖

(

2
)

も

上

昇
す
る

ほ

ど

で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

前
年
(

一

八

六
二

年
)

コ

ー

チ

シ

ナ

の

東
部
三

省
を

領
有
し
た

フ

ラ

ン

ス

に

と
っ

て
､

■
カ

ン

ボ

ジ

ア

を

自
国
の

市
場
と

し
て

開
放
す
る

た

め

に

は
､

メ

コ

ン

河
経

由
の

コ

ー

チ

シ

ナ

と

の

通

商
上
の

一

体

化
が

必

要
で

あ

り
､

そ

の

た

め
に

は

カ

ン

ボ

ジ

ア

ー
コ

ー

チ

シ

ナ

問
の

二

重

関
税
を

撤

廃
さ

せ

る

こ

と

が

不

可
欠
で

あ
っ

た
｡

フ

ラ

ン

ス

の

こ

う
し
た

意
図
が

実
現

し
た

こ

と

は
､

本

条
約
締
結
直
後
に

カ

ン

ボ

ジ

ア

を

訪
れ

た

イ

ギ

リ

ス

人
ト

ム

ソ

ン

T
F
O

ヨ
∽

○

ロ

に

よ

っ

て

次
の

よ

う
に

述
べ

ら
れ

て

い

る
｡

｢

首
都
プ

ノ

ン

ペ

ン

と
■
メ

コ

ン

河

沿
い

の

地

域
に

お

い

て

は
､

フ

ラ

ン

ス

の

影
響
力

と
コ

ー

チ

シ

ナ

と
の

貿
易
の

拡
大
に

よ
っ

て
､

現
地
の

人
々

の

潜
在
的
な

カ

が

徐
々

に

発
揺
さ

れ

つ

つ

あ

る

よ

う
に

思

わ

れ

る
｡

現
地
の

バ

ザ

ー

ル

に

お

い

て

は
､

様
々

な
ヨ

ー
ロ

γ

パ

の

商
品
に

対

す

る

需
要
が

着
実
に

増
加

し
っ

つ

(

3
)

あ

る
｡

+

こ

の

よ

う
な

傾
向
は

そ

の

後
､

運
輸

･

通

信
網
の

開
設
に

よ

っ

(

4
)

て

さ

ら
に

促
進
さ

れ

た
｡

そ

の

結
果
八

十

年
代
に

な

る

と
､

カ

ム

ポ

ァ

ト

の

貿
易

港
と

し
て

の

機

能
は

著
し

く

低
下

し
､

｢

今
や

サ

イ
ゴ

ン

と

チ
ョ

ロ

ン

が

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

中
心

地
へ

必

要
な

も
の

を

送
り

出
す

基
地

と

な
っ

て

い

る
｡

王

国
の

産
物
も

ま
た

､

全
て

プ

(

5
)

ノ

ン

ベ

ン

か

ら
こ

の

二

つ

の

都
市
に

向

か

っ

て

い

る
｡

+

と

言
わ

れ

る

ほ

ど
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

と
コ

ー

チ
シ

ナ

の

通

商
上
の
一

体

化
が

強
化
さ

れ

た
｡

如



一

橋 論叢 第八 十 六 巻 第 四号 ( 9 0 )

ー
.

-

票
-

～
【

霊
山

甘
(

ヾ

W

ヾ
)

券

加

冊

昏

(

汝

即

妙
-

ヰ
浄
)

整

斗

m

祖
＼

て

≠
.

巾

ヾ

叫

～

ヤ

U

u

l

ヽ

′

ヾ

巾

8

轟

ヨ
ネ

も

合

(

諾
N

も
h

さ
)

u

N

ひ
}

か
ー

○

-

○
山

､

N

聖
口

已
､

-

芸

N

加
,

N

聖
口

記
も

山

石

血
-

鞘

ー
､

巴
1

〇
.

望
U

O

〔

法
認
〕

ー
.

N
.

い
.

-

デ

包
0

+

≡
-
-

e

m
O

3
亡

ご
.

淋
-

帥
槻
敏
和
琵

却
山

野
8

蔀
熟
什

帯

萌

N
.

-

00

ご

甘
(

ヾ

叫

ヾ
)

津

取

替

(

軒
妙
-

斗
い

妙
)

山

番

諸

々

ヾ

ぺ

8

淋

事

粗

野

盗

黄

巾

8

岳

N
､

a
-

も

主

(
N

も
¢

由

㌦

巴
1

)

N
.

-

帥
-

.

〇

聖
丁

申
N

〇
.

い

申
N

ふ
¢

り

も
ー
一

山
00

h
}

岨

示

ひ

a
h

.

山

-

山

u
.

-

00

笥

帝
(

せ
叫

メ
サ

＼

て
.

-

q

¶
如
†

ヽ

て

=
さ
ぃ

～
h

り

1ヾ

ヾ
)

哨 " 事

套
浄

8 ゝ 沸 馳
一

触
叫

昏 空 替連 記 U

ひ
ー

ナ
N

山

¢

(

諾
ぃ

､

-

-

山

)

N

N

N
､

N

い

や

N

訣
,

£
00

ー

¢
-

.

〇

巴

-

り
00

ゝ

コ
､

放

り
い

も

今
N

あ
･

叫
十

か
〉

¢

巴
も
00

N

中

叫
｢

N
.

小

£
㌦
-

加

ヰ
,

-

¢
N

¢

塀
(

巧

叫
カ

て
て

一

代

叫

メ

サ

＼

T

l-
-

-
･

よ

ヾ

叫

ヾ
)

)

牙

触

冊

昏

(

故
即

妙
.

斗
H

妙
)

u
､

1

′

ヾ

淡
け

草

加

冊

昏

什

小

伊

か
‖

｢

巾

8

凄

ー

ー
､

ミ
小

〉

9
ロ

○

(

-

-
.

〇
N

N
.

芸
○
)

山
-

N
山
叫

.

設
○

♪
0
0
N

.

岩
切

い
ー

N

仇

血
､

笥
い

N
.

い

ぶ
ナ
¢
N

O

-

い
〉

ミ
い

.

の
N

り

血
｢

半

ヰ
○

〉

N
-

N
.

山

笥

∂α)

A
.

ト

づ
ロ
0

2.湾
.

弥

富
n

ロ

♪

d
e

r
p
ロ

雷
∽

P
n

.

-
.

･

｢
.

P
(

無
【

)
.

.

如

亀
､

笥
邑
､

○

さ
的

亀

吉
訂

巴
Q

莞
丸
b

b
Q

貢

ぎ
ミ

札
b

ト

虎
ヽ
一

夕

の

計
恥
ヽ

冬
空
勺

丸
ま

〔
斡

邑
○

舟
♪

勺

賢
才
-

笥
小

〉

p

p
.

訟
-

缶
.

ト
､

叫

莞
ざ

旨
訂
恥

寸
p
､

名
臣

訂

♪

勺

賢
訂

.

-

曽
¢

.

p
.

中

吉
.

勺

賀
i

申
.

-

00

巴
.

p
.

-

芦

買
○
【

岩
.

〇
ロ

､

河
e

ロ
か

-

ゝ

旨
､

岩
内
ヽ

尽
き
q

礼

挨

C
白

邑
○

舟
♪

H
巴
-

○
√

以

上
の

指
摘
か

ら
､

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

後
､

メ

コ

ン

河

鹿
由
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

貿
易
ほ

､

お

よ

そ
の

傾
向
と

し
て

は

拡
大
方

向
に

あ

る

こ

と

ほ

推
定
で

き

よ

う
｡

そ

れ

で

は

貿
易
の

具
体

的
な

動
向

は

ど

う
で

あ

ろ

う
か

｡

但
し

､

通

商
上
の
一

体

化
の

結
果

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

と

コ

ー

チ

シ

ナ

は

貿
易

統
計
の

う
え

で

も

サ

イ
ゴ

ン

港
の

統
計
と

し
て

一

本
化
さ

れ

た

た

め
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

独

自
の

統
計
は

存
在
し

な
い

の

で

あ

る
｡

そ

れ

故
､

表
1

の

よ

う

な

間
接
的
な

史
料
に

依
拠
し
て

お

よ

そ

の

輸
出

動
向
を

捉
え

る

こ

と
に

ょ

っ

て

貿
易

動
向
の

特
徴
の

一

端
を

明

ら

ー

や
い
ー

.

勺
勺
.

-

-

○

-
-

-
山

.

か

に

し

た

い
｡

そ
こ

で

ま

ず
､

本
義
の

佳
祐
と

問
題
点
に

触
れ

て

お

こ

う
｡

本
表
は

前
述
の

流
通

税
の

徴
収
額
を

も

と

に

商
品
の

出
荷
額
を

表
わ

し

た

も
切

で

あ

り
､

管
見
の

限

り

公

け
に

さ

れ

て

い

る

の

は

右
記
の

四

年
分
だ

け
で

あ

る
｡

し
か

し
､

原
著
者
た

ち
が

一

様
･
に

指
摘
す

る

と

お

り
､

こ

れ

ら
の

数
値
は

当

時
の

税
関
管
理

体

制
の

杜
撰
さ

か

ら

必

ら

ず
し

も

流
通

す
る

全

商
品
を

カ
バ

ー

し
て

い

る

わ

け
で

ほ

な
い

｡

ま

た
､

米
､

ア
ヘ

ン

な

ど
の

重

要
な

商
品
が

欠

け
て

い

る

年
度
が

あ

る

こ

と
､

さ

ら
に

計
上

分

全
て

が

輸
出
さ

れ

サ

′

叶
.

恥
T

一

卜

p

.

h

《

一Y●

ト

◆

身

如

.

-



( 9 1 ) 保 護領支配確立 期 の カ ン ボ ジ ア の 内水 面 漁業

表 2 塩 魚, 干 魚 の 出荷量 ･ 輸出量 の 推移 ( 単位 = ン)

年度 塩 丸 干魚 出 所

･サ

ー

叫

"

一

▲
叩

叫

.

.

d e V ill e m e r e l lil
, 坤 ･ C れ

, p . 17 0

A y m o n i e r
,

0 み C 砧.
, p . 6 2 .

d e L a n e s s a n
, 坤 ･ 誠

.
, p . 4 0 0 .

加 地古形 ` β0 雅0 槻 甘〝β d β エ
,

∫乃 如 ゐわzβ･ A n n ` e 1 8 9 9
, p ･ 5 4 8 .

D r e y f n s
,

P ie r r e
∫

エβ C α 椚 わ 吻 β ♂c o 形 0 桝 名ヴ伽 β
,

P a ris
,

1 9 1 0
, p ･ 3 0 .

P 砧 110 t
′

b y s
･

ロ仰β γ才c鬼βぶぶβ d 〟 C α糾わ吻 β･ エα ク♂cゐβ β′ Jβぶ
タロ盲ぶ∫0 形ぶ

,
P a ris

,
1 9 1 1

, p . 1 3 1 .

乃盲d
リ p . 1 3 1 .

F o r e st
,

A l a in
一

エβ C α 桝わo d 如 β才Jα ` 0わ雅オ∫α 如 形 タα昨夕ぬ β
,
P a ris

,

1 9 8 0
, p ･ 2 8 1 .

出 o ri z o n
, 坤 ･ d .

, p . 1 1 2
.

1 8 6 5 3
,
6 4 4

1 8 7 3 7
,
7 1 8

1甲7 9
,
5 0 8

18 9 7 1 5
,
6 0 0

1 9 0 6 15
,
6 0 0

*

1 9 0 9 1 1
,
5 00

1 9 1 0 16
,
0 00

1 9 1 2 1 3
,
6 4 0

1 9 2 9 1 9
,
6 6 9

1 95 5 9 即0 * *

兵 庫農科 大 学 ｢ カ ン ボ デ ィ ア 学衛 調査 報告+ 1 9 5 8 年, p ･ 4 3 .

1 9 65 5 8 8 =

外務 省 ア ジ ア 局 腐 ｢ カ ン ボ ジ ア 王 国+ 1 9 6 7 年 , p ･ 8 8 .

* 漁油 ,
ニ ョ ク マ ム を含 む

｡

* * 胎出重

なお
,

* * 以外は 出荷量 を示 す｡

る

と

は

限

ら

ず
､

一

部
が

国

内
で

消
費
さ

れ

る

こ

と

に

も

留
意
す

る

必

要
が

あ

る
｡

さ

て
､

そ

う
し
た

問
題
点
を

念
頭
に

置
い

て

本
義
を

み

る

と
､

出
荷
額
全

体

と

し
て

は
､

保
護
領
期
を

通
じ

て

顕
著
な

増
加
傾
向

に

あ

る

こ

と
ほ

明

ら
か

で

あ

る
｡

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

後
の

輸
出
の

拡
大
を

裏
付

け
て

い

る

と
い

え

よ

う
｡

品

目

構
成
に

つ

い

て

は
､

年
度
に

よ

り

欠

落
す
る

項
目

が

あ

る

た

め
､

品
目

別

構
成

比
の

推
移
を

検
討
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

が
､

相
対

順
位
で

は

水

産
物
の

首
位
は

不

動
で

あ
る

｡

出
荷
額
を

構
成

す
る

水

産
物
は

全
て

内
水

面

漁
業
の

産
物
で

あ

り
､

内
訳
を

み

る

と

塩

魚
･

干

魚
が

い

ず
れ

の

年
度
に

お

い

て

も

八

割
前
後
を

占
め

る
｡

し
か

も
､

そ

の

大

部
分
は

､

ト

ン

レ

ザ

ァ

プ

湖
で

漁
獲
さ

れ

る

t

､

e

叫

p

岩
･

t

岩
y

【

訂

旨

と

呼
ば

れ

る

二

種
類
の

給
料
の

魚

(

6
)

で

あ

る
｡

内
水

面
漁
業
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

輸
出
に

占
め
る

重

要
性

は
､

保
護
領
期
を

通
じ

て

不

変
で

あ
っ

た

こ

と
に

異
論
は

あ

る

ま

い
｡

な
お

､

水

産
物
以

外
の

品

目
で

ほ

米
､

林
産
物
な

ど
の

動
向

が

注
目
さ

れ

る

が
､

こ

こ

で

ほ

立

ち

入
ら
な

い

こ

と

と

す
る

｡

次
に

表
2

に

よ
っ

て
､

､
水

産
物
の

出
材
量
の

推
移
を

み

て

お

く
｡

本
表
も

保

護
領
期
の

分

に

つ

い

て

は

国
内
の

税
関
を

通

過
し
■

た

水

産
物
の

動
向

を

示

し
た

も
の

■
で

あ

る

が
､

そ
の

大
半
ほ

サ

イ
ゴ

ン

甜
一

l

■
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港
を

経

由
し

て

シ

ン

ガ

ポ

ー

ル
､

ホ

ン

コ

ン

へ

輸
出
さ

れ

た

も

の

(

7
)

で

あ
る

｡

大

ま
か

な

傾
向
を

み

る

と
､

十

九

世

紀
後
半
に

は
ほ

ぼ

順
調
に

拡

大
し

､

世

紀
末
に

な

る

と
一

万
五

､

0

0

0

ト

ン

台
に

達
す
る
｡

し
か

し
､

二

十

世
紀
に

入

る

と

停
滞

､

乃
至

は

減
少
す

る

傾
向
が

み

ら
れ

､

一

九
一

〇

年
代
に

ほ
一

万
～

一

万

数
千

ト

ン

台
に

と

ど

ま
る

｡

そ

の

後
の

数
値
は

断
片
的
で

あ

る

た

め
､

お

よ

そ

の

傾
向

を

読
み

と

る

こ

と

ほ

不

可

能
で

あ

る

が
､

少

な

く
と

も

出
荷
量

､

若
し

く

ほ

輸
出
量
の

大
幅
な

拡
大
が

み

ら

れ

な
か

っ

た

こ

と

は

香
定
で

き

な
い

で

あ

ろ

う
｡

な
お

､

こ

う
し

た

出
荷
量
の

動
向
の

分

析
は

海
外
市

場
に

お

け

る

水

産
物
需
要
の

変
化

､

及
び

内

水
面

漁
業
の

生

産
の

あ

り

方
の

二

つ

の

側
面
か

ら

行

う
ぺ

き

で

あ

る

が
､

本

稿
で

は

前
者
の

問
題

に

は

立

ち

入
ら

な
い

こ

と
と

し
､

後
者
に

つ

い

て

ほ

章
を

改

め
て

検
討
す
る

｡

2

財
政

収

入
と

内
水

面

漁
業

こ

れ

ま

で
ノ

の

叙
述
か

ら
､

内

水

面

産
の

水

産
物
の

輸
出
拡
大
は

､

関
税
収
入

の

増
加
に

大
き

く

貢
献
し
た

こ

と

ほ

明

ら
か

で

あ

ろ

う
｡

王

国
政

府
､

及
び

保

護
領
政

庁
の

も

と

で

関
税
収
入
は

主
要
な

財

源
で

あ

り
､

従
っ

て

内
水

面
漁
業
の

発
展
ほ

カ

ン

ボ

ジ

ア

財
政
の

な

か

で

極
め

て

重

要
な

意
味
を

も
っ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ
で

､

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

締
結
以

前
に

王

国

政

府
は

､

財

源
確
保
の

た

め
､

中
小
の

河

川
､

湖
沼
の

漁
場
に

つ

い

て

は
一

部

を

除
き

､

漁
期
ご

と
に

そ

の

占
有
権
を

競
売
に

よ

り

賃
貸
す
る

制

度
を

導
入
し

た
｡

内
水

面
漁
業
の

中
心
地

､

ト

ン

レ

ザ

ァ

プ

湖
沿

岸
､

メ

コ

ン

河
､

ト

ン

レ

ザ

γ

プ

河

沿
い

の

漁
場
に

つ

い

て

ほ
､

関
税
の

増
収
を

期

待
し

､

賃
貸
料
の

徴
収
が

漁
業
経

営
の

圧

迫
と

(

8
)

な

ら
ぬ

よ

う
､

こ

の

制
度
を

通
用
し

な
か

っ

た
｡

保
護
領
政

庁
も

ま

た
､

漁
場
占
有
権
賃
貸
制
度
を

継
承

し
､

賃
貸
料
収
入

を

重

要

な

財
源
と

し
て

位
置
づ

け
､

積
極
的
に

増
収
に

努
め
た

｡

こ

の

制

度
の

内

容
と

問
題
点
を

検
討
す
る

こ

と

ほ

Ⅳ

革
の

課
題
で

あ

る

が
､

こ

こ

で

ほ

そ

の

前
掟
と

し
て

保
護
領
期
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

財
政
に

お

い

て

漁
場
賃
貸
料
収

入
が

も
つ

重

要
性
を

明
ら

か

に

し
て

お

く
｡

王

国
政

府
の

も

と
で

の

財
政

収
入

ほ
､

ア
ヘ

ン

の

製
造

と

販

売

の

請
負
税

､

関
税

､

及

び

人

頭
税
に

大
き

く

依
存
し

て

い

た
｡

例

え

ば
､

一

八
七

四

年
に

は

王

国
政

府
の

総
収

入

約
三

百

万
フ

ラ

ン

の

う

ち
､

ア
ヘ

ン

請
負
税
七
二

万
三

､

0

0

0
フ

ラ

ン

､

関
税

収

入
六

八

万

七
､

0

0

0
フ

ラ

ン

､

人

頭
税
四
二

万
六

､

0

0
0
フ

ラ

ン

と
､

三

つ

の

税
収
入

が

全

体
の

六

剖
以
上

も

占
め
て

い

た
｡

そ

し
て

､

他
の

い

ず
れ

の

収
入

項
目

も

全

体
の

五

%

を

超
え

ず
､

漁

β0 2

サ

し

'
.

′

ト

k

恥

-

◆

加

■
叫

.

､
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図1 漁場占有権賃貸料収 入 の 推移 ( 単位; 1
,
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(

9
)

場
占
有
権
の

賃
貸
料
収

入

は
一

%
に

も

満
た

な
か

っ

た
｡

こ

う
し

た

な
か

で

王

国
政

府
支

配
末
期
に

お

い

て

は
､

商
業
的
漁
業
の

展

開
に

伴
な

う

賃
貸
価
格
の

上

昇
を

背
景
に

漁
場
占
有
権
の

賃
貸
料

収
入
は

徐
々

に

増
加
す
る

傾
向
が

み

ら
れ

た
｡

フ

ラ

ン

ス

が

実
質

的
な

保

護
領
支
配
を

開
始
す
る

三

年
前
の

一

八

八
一

年
､

プ

ノ

ン

ペ

ン

駐
在
の

フ

ラ

ン

ス

人

理

事
官
フ

ー

レ

句
○

弓
e

∽

は
､

サ

イ
ゴ

ン

幾
督
に

宛
て

た

六

月

十

八
日

付
の

書
簡
の

な

か

で
､

｢

数
年
前

ま
で

国
王
の

漁
場

賃
貸
料
収
入

は
､

二

～
一

二

〇

〇
ネ

ン

n

ぎ
〔

当

時
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

通

貨
で

､

一

ネ

ン

が

十
五
･

五

ピ

ア

ス

ト

ル
〕

に

す
ぎ

な
か

っ

た

の

で

す

が
､

今
年
の

漁
期
に

は
､

二
､

八

〇

〇

(

抑
)

ネ

ン

に

達
し

ま
し

た
｡

+

と

述
べ

て

い

る
｡

つ

ま

り
､

数
年
間
で

ほ

ぼ

十

倍
前
後
の

伸
び

を

み

せ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

フ

ラ

ン

ス

保
護
領
政

庁
は

一

八

八

四

年
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

財
腐

植
を

掌
握
す
る

と
､

財
政

収
入

を

増
加
さ

せ

る

た

め
に

､

既

存
の

税
制
の

再
編
強
化
に

努
め

た
｡

先
の

三

つ

の

税
を

主

要
な

財
渡
と

し

な

が

ら

も
､

他
方

で

籾
税

〔

各
戸
が

収

蔵
す
る

籾
の
一

剖
を

徴

収
す
る

税
〕

を

金
納
化

し

た

り

〓

八

九
二

年
〕
､

漁
場
占
有
権

(

1 1
)

賃
貸
制
度
を

改

革
し
て

賃
貸
料
収
入
の

増
収
を

囲
っ

た
｡

一

八
八

三

年
以

降
第

一

次

大

戦
前
ま
で

の

賃
貸
料
収
入

額
の

推
移
は

図
l

に

示
さ

れ

る

と

お

り
で

あ

る
｡

一

時
的
な

落
ち

込
み

や

停
滞
は

み

淵
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ら

れ

る

も

の

の
､

お

お

む
ね

増
加
す

る

傾
向
に

あ
っ

た

と
い

え

よ

う
｡

こ

う

し
た

増
収
傾
向
の

原
因
と

し
て

ほ
､

後
に

み

る

よ

う
に

保
護
領
政

庁
に

よ

る

賃
貸
制
度
の

改

革
と

賃
貸
価
格
の

上

昇
が

挙

げ

ら

れ

る
｡

中
小
の

河
川

や

湖
沼
に

お

い

て

も

商
業
的

漁
業
が

発

展
し

､

漁
場
占
有
権
を

求
め
る

競
争
が

激
化
し

､

そ

の

結
果

占
有

権
の

賃
貸
価

格
は

引

き

上
げ

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

財
政

収
入

金

体

に

占
め

る

比

率
も

次

第
に

高
く

な

り
､

九

〇

年
代
前
半
に

は

五

～

(

㍑
)

七

%

台
に

達
し
た

｡

と
こ

ろ

が
､

一

八

九

八

年
に

ヴ
ェ

ト

ナ
ム

に

お

け

る

公

共

投
資

の

拡
大
を

主
た

る

ね

ら
い

と

し

た

イ

ン

ド

シ

ナ

連
邦
予

算
が

創
設

さ

れ

る

と
､

そ

れ

ま

で

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

主

要
な

財
濠
で

あ
っ

た

ア

ヘ

ン

請
負
税
と

関
税
は

連
邦
予

算
の

収
入

項
目
と

し

て

組
み

込

ま

れ

た
｡

こ

の

た

め

地

方

予

算
と

し
て

の

カ

ン

ボ

ジ

ア

保

護
領
予

算

は
､

籾
税

､

漁
場
占
有

権
賃
貸
料
収
入

､

人

頭
税
な

ど

直
接
税
の

み

を

財
源
と

す
る

よ

う
に

な
っ

た
｡

そ

し

て

予

算
支

出
の

大

部
分

は

官
吏
の

人

件
費
等

､

行
政

制
度
を

維
持
す
る

た

め
の

費
用
に

充

て

ら
れ

た
｡

フ

ラ

ン

ス

は

こ

う

し
て

､

連
邦
植
民

地
の

も
と

で

グ

干
ト

ナ

ム

の

経
済
開
発
=

搾
取
e

舛
勺

-

○

旨
r

t
小

O

n

を

優
先
さ

せ
､

そ

の

た

め

に

必

要
な

財
源
を

供
給
す

る

地

域
と

し

て

カ

ン

ボ

ジ

ア

を

(

D
)

位
置
づ

け
た

の

で

あ

る
｡

こ

う
し
た

財
政
改

革
な
か

で

漁
場
占
有
権

賃
貸
料
収
入

は

カ

ン

0 4
-

ヘ
リ

ポ

ジ

ア

地

方

予

算
に

お

い

て

粗
税
に

次

ぐ
重

要
な

財
漁
と

な

り
､

せ

紀
転

換
期
後
は

予

算
収
入

全

体
の

は

ぼ
一

剖
を

占
め

る

に

至
っ

(

叫
)

た
｡

内

水

面
漁
業
は

こ

の

よ

う
に

､

関
税
収
入

､

中
小

河

川
や

湖
沼

の

漁
場
占

有
橡
の

賃
貸
料
収
入
の

両

面
に

お

い

て
､

連
邦
植
民

地

支
配
下
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

財
政
を

支
え

る

重

稟
な

意
義
を

も
っ

て

ノ

い

た

の

で

あ
る

｡

(

l
)

宮
b
-

i

O
t

F

g
宝

C
｡
-

｡

ロ
i

巴
e

H

n
t

e
r

n

邑
○

邑
e

､

知

合
蓋
礼
｡
h

廿

邑
邑
Q

邑
♪

う
ま
計

･

ざ
m
e

+
･

甲
亡

邑
-

e
s

紆

評
阜

-

00

芦

勺

p
･

畠
山

-
£
†

(

2
)

S

勺
O

W
P
e

J

A
･

-

:

C
p

ヨ

ぎ
d

笥
-
P
e

n
s

e
i

笥
｡

日

昌
t

∽

ど
p

?

笥
P
p

E

宅
e

研
.

S
t

邑
s

t

首
亡

忠
e

叶

c

O

m
ヨ
e
r

C
ビ

…
メ

｡

C

E
n
O

e

:
ロ
･

d
O
C

E
n
e

.

句
巴
t
s

8
日
2
巧
C

F
亡

メ

宅
〇
･

宗
･

』

焉
已
内
的

礼

宗

旨
S
l

蓄
電
篭

票
-

替
訂

葛
.

ヨ
〇
.

-

芸
ヾ

.

-

監
㌣

p
p

･

宝

1
£
･

(

3
)

↑
F
O

m
S

lき
G
･

･

冒
t

e
の

O

n

C

昌
ど

旨

賀

≡
t

s

崇
｡

S

(

T

岩
n
S

邑
i

｡

n
∽

｡
f

t

F
①

E
t

F

邑
｡

昔
巴

∽
○

告
t

y

｡
叫

ど
｡

d
｡

P

.
句
中

勺
e
M

岩

邑
J

已
叫

¢
-

-

監
叫

Y

(

4
)

六

十

年
代

末
に

は

プ

ノ

ン

ペ

ン

と

カ

ム

ポ

ッ

ト

に

電
信
局
が

設

置
さ

れ
､

七
二

年
に

は

｢

コ

ー

チ

シ

ナ

海

運

会

社
+

(

買
e
の

笹
g
e

計
¢

呂

賀
E
m
急

告
C
O
C

已
n
O

E
n
e
)

が

設

立

さ

れ
､

プ

ノ

ン

ペ

ン

ー

サ

イ
ゴ

ン

間

に

週
一

回

の

定

期

便
が

就

航

し

た
｡

(

A
叫

m
O

已
0

♪

､

サ

.ノ

†

』
丁

′

-

◆

-

セ

ガ

-

.
-
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抄
已
e

ロ

n
e

･

G

計

笥
p

E
e

d
亡

C

賀
b
O
d

軍
¶

す
ぎ
-

望
ら
訣
)
･

(

5
)

出

宍
F

賀

チ
｡

知

名
p

｡

ユ
∽

弓
-

Q

G

岩
已

ど
c

(

C
a

邑
○

倉
e
)

:

内
岩

邑
訂

莞

乳

知

§
き
白

訂

岩
g
芦
(

以
下

､

加
ゎ

と

略
記
)

芳
)

.

か
ー

一

芸
○

-

p
･

山

3
･

(

6
)

例

え

ば
､

七
三

牛
皮
に

は
､

t

3
q

勺

き
t

r
e

叫

卦
c

F

が

そ

れ

ぞ

れ
一

四
二

万

八
､

九

三

五

フ

ラ

ン
､

二

七
万

六
､

八

八

六
っ

:
ア

ン

と

塩

魚
､

干

魚
の

総
出

荷
額
の

八

剖

強

を

占

め

た

(

A
y

m
O

已
O
r

-

阜

邑
･

-

q
丸

損
ヽ

竜
恕
♪

p
.

か

N

)
.

(

7
)

ロ
e

n
i

ヂ

A
･

∴
､

c
F

P

m
b
l

e

計
c

｡

ヨ
m
e

岩
e

計
S

巴

笥
n

｡

内
知

当
〇
･

-

N
､

-

芸
N

､

p
･

£
ヰ

･

B

蒜
ロ
i

e

r
-

H
e

ロ
r

i

､

如
訟

已

札
･

邑
e

紅
白

泳

邑
や

g

礼

?

ト
.

ト

蔓
叫

e
巴

莞

寸
串

雪
盲
訂
b

.

H
中
ロ
○

】

紆

H
巴
.

p

F
O

ロ
g
-

-

や

一

冬
､

p
･

-

00

P

(

8
)

宮
-

C

F

賀
d

･

阜

邑
･
∴

ガ
ぢ
勺
｡

r
t

｡

写
U
･

N

+
00

芦
p

.

N

N

P

(

9
)

A
y

m
｡

ロ
i

e
r

､

阜

邑
･

.

の
礼

式
や

尽
き
訂

.

苫
.

芸

-
ひ

甘
.

(

1 0
)

A
【

臣
-

く

悪

才

邑
｡

ロ

已
e

切
.

ロ
恥

思
t

d
e
∽

A
岩
F
i

く
e
∽

n
､

○

已
宍
丁

呂
e
【

(

以

下
､

A

き

O
A
O

呂

と

略
記
)

一

口

計
O

F
i

ロ
e

J
N

豊
中

.

｢
旦
T

t
l

O

n

F

句
0

弓
e

S
､

声
e

勺

a
琵

已
山

卓
什

n

F

勺

岩
-

e

c
-

○

岩
t

呂

G
O

守

く
e

⊇
e

弓
-

･S
巴

笥
P

勺
F

2
0

m

p
2

n

F
､

-

00

首
i

ロ

ー

霊
-

.

(

1 1
)

保

護
領
化

後
の

税
制

に

つ

い

て

は
､

｢
e

O

軒
e

.

A

夢
血

2

胃
d

､

知

琶
訂
言
訂
h

表
や

訂

争

邑
L

首
買
b

丸

茂

n
a

3

各
Q

奇
計
迷
ゎ

､

勺

邑
切

.

-

∞

苫
･

勺

勺
･

N

N

¢

-
い

N

h
･

句
○

岩
S

t
-

尽
-

邑
･

-

勺

勺

+
冨

-
N

い

～
.

を

参
照
の

こ

と
｡

(

1 2
)

監
p

旦
已

官
e

ぎ
n

首
s
e

･

ゝ

§
賢
b

計

〔

§
訂
虹

官
-

勺
Q

ゼ
､

～
､

童
監

二
篭
N

･

勺
F

冒
m

p
O

ロ

F

-

00

笥
-

ワ

い

野

(

1 3
)

連
邦

予

算
に

つ

い

て

は
､

冒
ヨ
｡

ぷ
y
.

G

邑
写
〇
.

ト
記
山

号
苧

息
已

望
さ
喜
訂

盲
§

u

叫

ぎ
h

■
芸
～
逮

骨

鼓
慧
∵

札

三
宅

ご

富
や

勺

邑
グ

ー

雷
P

が

詳

し
い

｡

(

1 4
)

好
1

e

ロ
i

e
r

､

尽
一

邑
.

､

p
.

芦

Ⅲ

ト

ン

レ
.

ザ

ッ

プ

湖
沿

岸
の

漁
業
経
営

(

1
)

初
め

に
､

一

八

八

〇

年
前
後
の

､

ム

ラ

ー

呂
○

亡

ヨ
ざ

ビ

シ

ャ

ー

(

2
)

ル

出
古
｡

訂
r

d

の

漁
易
視
察
記

録
を

も
と

に
､

ト

ン

レ

ザ

ア

ブ

湖

〔

位
置
に

つ

い

て

は

囲
2

参
照
〕

周

辺
の

漁
業
の

自

然
､

及

び

社

会
的
条
件
を

概

説
し
て

お

こ

う
｡

雨

季
に

な

る

と
メ

コ

ン

河
や

ト

ン

レ

ザ

ッ

プ

河
な

ど
の

河

川
.

は

増
水
し

､

そ

の

水
は

ト

ン

レ

ザ

ッ

プ

湖
へ

逆
流
す
る

｡

こ

の

た

め
､

湖
の

面

積
ほ

乾
季
に

ほ

約
三

千

平
方
キ
ロ

で

あ

る

の

が
､

雨

季
に

な

る

と

そ

の

約
三

倍
に

拡
大
す
る
｡

氾
濫
水

は

湖
岸
の

草
地

や

森

林
に

及
ぷ

｡

そ

こ

で

は

プ

ラ

ン

ク

ト

ン

が

繁
殖
し

､

各
種
の

魚

類

の

成

育
が

促
進
さ

れ

る
｡

そ

の

結
果

､

減
少
が

始
ま

る

十
一

月
に

は

湖
ほ

魚
の

一

大

貯
蔵
庫
と

泊
る
｡

漁
業
に

従

事
す
る

者
は

､

湖
の

水

深
が

三

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

に

低

下

す
る

年
末
年
始
頃
に

湖
岸
や

河

岸
へ

移
動
し

始
め

る
｡

移
住
者

】

へ
じ

の

民

族

構
成
は

多
様
で

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

他
に

､

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

甜
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人
､

タ

イ

人
､

マ

レ

ー

人
､

中
国
人
か

ら

な

る
｡

後
三

者
は

比

較

的
少
数
で

あ
る

が
､

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
は

人

数
が

多
い

う
え

､

漁
業

に

最
も

熱
心
に

取
り

組
む

｡

移
住
者
は

民

族
別

､

地

域
別
に

慣
習

上
､

定
ま
っ

た

区

域
で

集
落
を

形
成
す
る

｡

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

場

合
､

雨
季
と

乾
季
に

一

村
全

体
が

固
有
の

湖
岸

､

河

岸
の

漁
場
と

(

3
)

内
陸
の

農
耕
地

と
の

間
を

往
復
す
る

ケ

ー

ス

が
一

般
的
で

あ

る
｡

い

ず
れ

の

集
落
に

お

い

て

も
､

ス

ナ

ン

. s

ロ

賀
-

､
､

､

ス

ロ

ッ

ク

邑
･

s

r

O
C

粁

な

ど
と

呼
ば

れ

る

行
政

､

治
安
上
の

責
任
者

が
一

人

選
出

さ

れ

る
｡

こ

う
し
て

移
住
者
が

集
落
を

形
成
す

る

所
以

は
､

治
安

対

策
上
の

有
効
性
に

加
え

､

漁
法
の

特
殊
性
に

あ

る
｡

と
い

う
の

は
､

主

要
な

漁
獲
の

対

象
で

あ

る

t

【

e

y

p

⊇
こ

t

r

e

y

【

訂
c

F

は

大

魚
で

し
か

も

回

遊
性
で

あ
る

た

め
､

大
規
模

な
地

引
き

網
を

共
同

で

挽
作
し

､

一

挙
に

捕
獲
す
る

必

要
が

か
る

か

ら
で

あ

る
｡

操
業

を

開
始
す
る

の

は
一

月

末
頃
で

､

三

-

六

月
が

最
盛
期
で

あ

る
｡

そ

し

て

雨

季
が

始
ま

る

と

と

も
に

漁
は

終
わ

り
､

漁
業
に

従

事
し

て

い

た

者

は

再
び

も

と

の

土

地
に

戻
り

､

農
業

､

そ

の

他
の

職
業

を

営
む

｡

こ

の

よ

う
に

､

内
水

面
漁
業
は

乾
季
の

低
水

位
期
に

集
中
的
に

営
ま
れ

る

季
節
的
な

漁
業
な
の

で

あ

り
､

従
っ

て

副

業
的
性
格
が

濃
い

｡

と

こ

ろ
で

､

漁
業
生

産
は

本
来
的
に

商
品
生

産
を

前
提
と

し
､

洲

市
場
と

の

結
び

つ

き
は

強
い
｡

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

内
水

面
漁
業
に

つ

い

て

も
､

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

以

前
に

既
に

､

商
業
的
漁

業
と

し

て

の

性
格
を

有
し
て

い

た
｡

ト

ン

レ

ザ

ッ

プ

湖
産
の

水

産
物
は

､

国

内
市
場
へ

出
荷
さ

れ

る
一

方
､

近

隣
諸

国
は

も

と

よ

り

中

国
､

ジ

ャ

ワ

な

ど

の

海
外

市

場
へ

も

輸
出
さ

れ

て

い

た
｡

こ

う
し
た

流
通

(

4
)

網
を

支

配
し

て

い

た

の

は

中
国

人

商
人

で

あ
っ

た
｡

｢

ウ

ド

ン

条

約
+

後
､

海
外

市
場
に

お

け
る

水

産
物
の

需
要
が

高
ま

り
コ

ー

チ

シ

ナ

と

の

通

商
上
の

一

体

化
が

す

す
み

､

流
通

事
情
が

改

善
さ

れ

る

と
､

中
国
人

商
人
ほ

さ

ら
に

活
発
に

活
動
し

､

小

生

産
者
的

漁

民
へ

の

寄
生
を

強
化
し

た
｡

そ

う

し
た

八
〇

年
代
の

状
況
を

要
約

し
て

述
べ

れ

ば

次
の

如
く

で

あ

る
｡

中
国
人

商
人

は
､

大
き

な
ジ

ャ

ン

ク

で

集
落
を

巡

り
､

塩

魚
や

干
魚
を

現
金
で

買
い

入
れ

た

り
､

水

産
物
の

加
エ

に

必

要
な

塩
や

米
､

綿
製
品

､

横
梯
子
な

ど
の

商
品
と

交
換
す
る

｡

商
人

は

そ

れ

を

保
存
し

､

価
格
が

最
も

高
く

な

る

七

～

八

月
に

プ

ノ

ン

ペ

ン

や

サ

イ
ゴ

ン

の

市
場
で

売
り

多
大
の

利
益

を

得
る

｡

一

方
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

漁
民
の

多
く
ほ

貧
困
で

あ

り
､

漁
獲
直
後
に

換
金

し
た

り
､

日

用
品
と

交
換
す
る

こ

と

を

望
む

｡

殊
に

人

頭
税

､

粗
税
な

ど
の

金

納
化
に

よ

り
､

こ

の

傾
向
は

一

層
強
く

な
っ

た
■｡

.
そ

の

た

ヰ

ノ

∵
ノ

乱
丁

｡

■

叫

●

h

●

∬
町

･

k

ご
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め
､

商
人
に

漁
獲
物
を

安

値
で

買
い

た

た

か

れ

た

り
､

日

用
必

需

品
と

の

交

換
比

率
も

市
場
価
格
に

比
べ

､

極
め

て

低
く

な

ら
ざ

る

を

得
な
い

｡

し
か

も

彼
ら
は

漁
獲
物
を

担
保
に

操
業

資
金
や

生

活

資
金
を

前

借
り

す
る

こ

と

が

少

な

く

な
い

｡

利
率
が

極
め
て

高
い

た

め

に
､

返

済
後
に

ほ

手
元
に

何
も

残
ら

な
い

こ

と
が

多
い

｡

そ

の

う
え

､

不

漁
な
ど

で

返

済
不

能
に

陥
る

と

商
人
の

債
務

奴
隷
に

(

5
)

転
落
す

る
｡

中
国
人
の

前
期
的
前
貸
商
人
は

こ

の

よ

う
に

､

流
通

､

金

融
面
で

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

小

生

産
者
的
漁
民
に

寄
生

し
､

彼
ら

を

完
全
に

支

配
し
て

い

た

の

で

あ
る
｡

そ

れ

で

ほ

こ

う
し

た

流
通

､

金

融
事
情
の

も

と

で
､

漁
業
経

営
は

ど
の

よ

う
に

行
わ

れ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う
か

｡

ト

ン

)

ザ
ッ

プ

湖
沿

岸
の

漁
場
で

は
､

銘
突
漁

､

釣
漁

､

投
網

な

ど

多
様
な

漁
法
が

み

ら

ら
れ

た

が
､

先
に

み

た

と

お

り
､

漁
獲
.

(

6
)

上
､

最
も

重

要
な

漁
法
は

地

引
き

網
で

あ
っ

た
｡

従
っ

て
､

主

要

な

生

産
形

態
ほ

協
業
が

可

能
な

形
態

で

あ

り
､

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

直
前
に

お

い

て

ほ
､

小

生

産
者
の

共

同
経
営
と

と

も

に
､

資
本
制

的
企

業
経
営
も

一

定

程
度
の

展
開
を
み

せ

て

い

た
｡

さ

ら
に

こ

の

他
に

､

簡
単
な

漁
具
を

用
い

て

家
族

労
働
力
を

中
心

と

し
て

営
む

家

族
経
営
も

多
数
存
在
し

て

い

た
｡

な
お

､

共
同
経

営
に

参
加

す

る

者
も

ま

た
､

あ

る

時
期
に

は
家

族
経

営
に

専
念
し

て

い

た

と

み

ら

れ

る
｡

そ
れ

故
､

こ

れ

ら
の

経
営
形

態
の

区

分

は

絶
対

的
な
も

の

で

は

な
い

｡

こ

れ

ら
の

経
営
形

態
の

う

ち
､

共

同

経
営
は

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

以

前
に

は

広
範
に

存
在

し
て

い

た

と

み

ら

れ

る
｡

｢

条
約
+

直
後

に

漁
場
を

視
察
し

た

イ

ギ

リ

ス

人
へ

ケ

ネ

デ
ィ

只
e

n
ロ
e

d

y

に

よ

れ

ば
､

共

同

経
営
を

構
成
す
る

の

は
､

二
､

三

家
族
か

ら

な

る

二

十

人

前
後
の

漁
民
で

あ
っ

た
｡

彼
ら

は

雨

季
に

共

同

作
業
に

よ
っ

て

新
し
い

大
き

な

網
を

つ

く
り

､

漁
期
に

な
る

と

集
団
で

漁
場
へ

(

7
)

移
動
し

､

こ

の

網
を

用
い

て

換

美
し

た
｡

さ

ら
に

ム

ラ

ー

に

よ

れ

ば
､

共
同

作
業
に

よ

っ

て

得
ら

れ

た

漁
獲
物
は

､

慣
習
的
な

方

法

に

よ

っ

て

参
加
者
へ

分

配
さ

れ

る

の

で
､

ト

ラ

ブ

ル

が

起
こ

る

こ

(

8
)

と

は

な
か

っ

た
｡

こ

う
し
た

記
述
に

拠
る

限

や
､

こ

の

経
営
は

文

字
通
り

､

小
生

産
者
の

共

同
労
働
に

よ
っ

て

維
持
さ

れ

て

い

た

こ

と
に

な

る

が
､

さ

ら
に

詳
し
い

経
営
内
容

､

商
業
的

漁

業
の

展
開
が

も
た

ら

し
た

影
響
に

つ

い

て

は
､

史
料
的
に

明

ら
か

に

す
る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

八
〇

年
代
以

降
の

諸

史
料
ほ

共

同

経
営
に

つ

い

て

全

く

言
及
し
て

い

な
い

の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

こ

の

こ

と

ほ

八

〇

年
代
以

降
､

共

同

経
営
が

少
な

く
■
と

も

支

配
的
な

経
営
形
態
で

は

な

か
っ

た

こ

ど

を

示

唆
し
て

い

る

の

で

は

あ

る

ま

い

か
｡

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

後
､

抑
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表8 1 88 1 年漁期 に■お け る † ン レ ザ ッ プ湖 周辺 の 政美状況

漁網 の 規
模 ( メ ー 漁夫 轡撃 備 考漁 村

.
豊艶 , 悪罵嘉

の 国籍 禦ぷ 幣
? 漁夫 苧幣

① 監
k‾ 7

⑧C o m p o n g-
6

k n i s s

⑨ C o m p o n g- 1
10 n g

④ C o m p b n g- 1 0

p r a C

⑨ P r e a m l ( ? )

⑥
≡霊琵彗

‾ 7

⑦C o m p o n g- 6
pl u c k

⑧ C o m p o n g- 8
C b a m

⑨ C o 皿 p O n g- 7
k n i s s

竿芙宮詣人)
9

ヒ芳;去;事欠 100 ” 1 1 0

カ ン ボ ジ ア人

5 - グ 其 ト ナ ム 人
4- カ ン ボ ジ ア人
1一混血 中国人

中国人,
カ ン ボ ジ

ア人の 共 同

7一中国人

8- ヴ ェ トナ ム 人

1一夕イ

そ の 他 ヴ ェ ト ナ

ム
, 中国人

8一国籍不詳

3 0 0 要王2
人 1 2 ” 1 5

( 平土( 平均)

2 .4 ” 3 . 3

0 . 2 4

0 . 9

15 0

一 票…;欠

00+

一
一

〇〇3
′
h

U41

0
(

U

”

4

8

∩

■021

一

一

一

一

一

一

1- グ ‡ トナ ム 人 3
,
0 0 0

5 0 0
,

8 0 0

- 1
,
5 0 0

全
ン

ア

一
一
一
30

(
カ
ジ

)

一

一

2 0

て

ポ

人

1
,
2 0 0 男 3 0 人

( 6 8 0 $ ) 女 2 0 人

l
+

二

u

一

∽

0
0

1

1

で
4

で

鵬

体
5

体

体

仝
わ

全

全

(
で

平均的規模 の

経営例

各経営 の 平均

全て カ ン ボ ジ

ア人 の 集団移
住者, 共同経
営か ? 規模 は

平均 を下回 る

各経営 の 平均
各経営 の 平均

均
破

丁の営経各

各経営 の 平均

t 出所〕 S ai nt- S e m i皿
,

"

V o y ag e a l l X l a c s d n C a m b o d g e .

”

R β∽ l β 桝 仔r右′右折 β β′ 〟 J o作 ぬJ β. N o . X C V I I I
,

18 88 .

① p . 3 8 7
,

㊥ p . 3 9 5
, ⑨

- ④ p . 3 9 6
,
@ p . 3 労

, ④4 02
, ⑦ - ⑨ p . 4 0 3

, ⑩ p p ･ 4 05 - 4 0 6 ･

なお , 各漁村 の 位置Iま, 囲 1 参照 ｡

家

族

経
営
同
様
こ

の

共

同

経

営
に

お

い

湖

て

も
､

中
国
人

商
人
に

よ

る

寄
生
が

強

化
さ

れ
､

経

営
規
模
の

拡
大
は

お

ろ
か

､

現

状
維
持
さ

え

困

難
で

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る
｡

他

方
､

資
本
制
的

企
業
経
営
に

つ

い

て

も
､

ス

ポ

ー

ネ

ル

が

｢

漁
業
者
は

所

有
す
る

舟
の

数
や

資
金
に

応
じ
て

漁
夫

(

9
)

を

雇
っ

て

い

る
｡

+

と

述
べ

て

い

る

よ

う
に

､

商
業
的

漁
業
の
一

定
の

展
開
を

背

景
と

し
て

､

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

以

前

に

既
に

存
在
し
て

い

た
｡

し

か

し
､

そ

の

本

格
的

な

発
展
は

｢

条
約
+

後
の

こ

と
で

あ

り
､

そ

う
し

た

具
体

的
な

事
例

と

し
て

､

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
の

レ

ー

･

ト

ン

･

テ

ィ

エ

ン

｢

?
T
F

喜
n

甲
丁
訂
n
粥

一

家
の

経
営
を

挙
げ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

レ

一

家

ほ
､

一

八

四

五

年
頃
に

ト

ン

レ

ザ

ア

ブ

湖
沿

岸
で

漁
業
経

営
に

着
手
し

､

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

後
順
調
に

経
営
を

拡



†

+

t
l

†

メ

一

d
¶

人

て

大
し

､

二

十
世

紀
初
頭
に

は

年
間
水

揚
げ

量
三

〇

〇
ト

ン

､

雇
傭

す
る

漁
夫

一

二

〇

人

と
い

ず
れ

も

創
業
時
の

五

倍
に

､

ま

た

純
利

(

∽
)

益
は

八
､

0

0

0
～
一

万
ピ

ア

ス

ト

ル

と

七

～

八

倍
に

増
加
し

た
｡

八
〇

年
代
初
頭
に

ほ
､

こ

う
し
た

企

業
経

営
は

ト

ン

レ

ザ

ッ

プ

湖
沿

岸
の

漁
場
に

広
範
に

定

着
し
た

｡

そ
こ

で
､

主

と

し
て

こ

の

時
期
の

企

業
経
営
の

い

く
つ

か

の

特
徴
を

表
3

､

4

に

拠
り

明
ら

( 99 ) 保護領 支配確立 期の カ ン ボ ジ ア の 内水 面漁業

国2 ト ン レ ザ タ ブ 湖周 辺 の 漁場

ラ オス
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〔出所〕 S ai nt- S e m i n
.
,

O p . C it . 巻末 の 付 臥
な お黒点部 の地域 は こ の 時期 に ほ タ イ の領土で あ り

,

7 に返速さ れ る の ほ 1 恥7 年の こ と で ある ｡

か

に

し
た

い
｡

二

経

営
規
模

表
3

は
一

八

八
一

年
度
の

一

部
の

漁
村
の

操

業
状

況
を

示

し
た

も
の

で

あ

る

(

漁
村
の

位
置
は

図
2

に

表
示
)

｡

表
中
の

平
均
的
な

経

営
規
模
は

､

(

2
)

､

(

4
)

に

み

ら

れ

る

と

お

り
､

挽
業
資
金
は

一

〇

〇
ピ

ア

ス

ト

ル

台
､

所
有
す
る

漁
網
の

周

囲

は
一

五

〇

～

五

〇

〇
メ

ー

ト

ル

程
度

､

漁
獲
量
は

二

～
一

二

ト

ン

台
で

あ

る
｡

但
し

､

こ

の

年
は

不

漁
で

､

い

ず
れ

の

経
営
に

お

(

1 1
)

い

て

も

漁
獲
量
ほ

平
年
を

下

回
っ

て

い

る
｡

雇
僻
す

る

漁
夫
ほ

十

数
人
か

ら

数
十

人

台
が

多
い

｡

こ

れ

に

対

し
､

(

1 0
)

の
一

経
営

は

漁
網
の

周

囲
が

一

､

二

〇

〇
メ

ー

ト

ル
､

換
業
資
金
が

三
､

0
0

0
ピ

ア

ス

ト

ル
､

雇

僻
す
る

漁
夫
が

五

〇
人

と
､

表
中
の

経

営
の

な

か

で

は

例
外

的
に

規

模
が

大

き
い

｡

し

か

し
､

当

時
､

そ

れ

以

上
の

周

囲
一

､

六

〇

〇

ユ
ー

､

0

0

0
メ

ー

ト

ル

の

漁
網
を

所
有
す

(

1 2
)

る

経
営
は

稀
れ

で

は

な

く
､

湖
岸
全

体
の

漁
場
の

な

か

で

は
(

1 0
)

の

よ

う
な

規
模
の

経
営
は

珍
し

く

な
か

っ

た

と

み

ら

れ

る
｡

経

営

の

大

規
模
化
が

か

な
り

す
す

ん

で

い

た

と
い

え

よ

う
｡

二
､

経
営
主

体

表
3

に

も

み

ら
れ

る

と

お

り
､

経
営
主
の

な

か

に

は

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人

が

か

な
り

多
い

｡

こ

の

点
に

つ

い

て

ビ

シ

ヤ

ー

ル

は
､

｢

湖
岸
の

大
き

な

漁
場
は

全
て

､

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人

の

(

望

9

支
配
下
に

あ

る
+

と

表

現

し
て

い

る

ほ

ど
で

あ

る
｡

こ

う

し
た

ヴ

甜
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ェ

ト

ナ

ム

人
の

多
く
は

コ

ー

チ

シ

サ

出
身
で

あ

り
､

彼
ら

は

創
業

に

あ

た

っ

て

ほ

中
国
人
商
人
か

ち

年
利
十

割
に

及
ぶ

高
利
に

も
か

(

M
)

か

わ

ら

ず
､

借
金
を

し
■

て

資
金
を

調

達
す
る

｡

こ

の

こ

と

か

ら
､

企
業
経

営
は

小

生

産
者
の

共
同
経
営
の

内
部
か

ら

自
生

的
に

発
展

す
る

の

で

は

な

く
､

初
め

か

ら

前

貸
商
人
に

金

融
面
で

依
存
す
る

外

部
の

暑
が

儲
立

す
る

経
営
で

あ

る

こ

と
が

推
定
で

き
る

で

あ

ろ

･

つ
〇

三

経
営
収

支

ム

ラ

ー

ほ
､

水
揚
げ

し
た

七

二

ト

ン

の

水

産

物
を

四
､

八

〇

〇
ピ

ア

ス

ト

ル

で

売
り

､

純
利
二

､

九

〇
〇
ピ

ア

ス

(

1 5
)

ト

ル

を

得
た

一

経
営
例
を

紹
介
し
て

い

る
｡

ま
た

､

サ

ン

セ

ル

ナ

ン

S

巴
n
t
･

S
e

岩
小

n

も

周

囲

約
三

〇

〇
メ

ー

ト

ル

の

網
を

所

有
す

る

経
営
の

平

年
の

収
支
構
成
を

示

し
て

い

る
｡

そ

れ

に

よ

る

と
､

水

揚
げ

量
は

一

二

ト

ン

､

売
上

げ

高
九

一

四
ピ

ア

ス

ト

ル
､

流
通

税
一

剖
を

含
む

総
支

出
は

五

二

六
ピ

ア

ス

ト

ル
. ､

純
利
益

は

二

八

(

1 6
)

八
ピ

ア
ス

ー

ル

で

あ

る
｡

収

益

率
は

､

前

者
の

場

合

約

六

〇

%

(

流
通

税
一

割
を

差
し

引
く
と

五

〇

%
)

､

後
者
の

場
合
は

約
三

一

%
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

例
に

み

ら
れ

る

と

お

り
､

当

時
の

企

業
経

営
の

収
益

性
ほ

極
め
て

高
か
っ

た

と

み

ら
れ

る
｡

そ

の

主
な

要
因

と

し
て

は
､

水

産
物
価
格
の

全
般
的
上

昇
傾
向

､

労
賃
水

準
の

相

対

的
低
さ

が

挙
げ

ら

れ

よ

う
｡

殊
に

､

小

生

産
者
の

経
営
に

比
べ

て

有

利
な
こ

と

は
､

中

国
人
の

仲
買
商
人
に

支

配
さ

れ

ず
､

水

産

∽

物
価

椿
の

上

昇
を

待
っ

て

プ

ノ

ン

ペ

ン

市
場
へ

直
接
売
り

に

出
せ

(

1 7
)

る

点
で

あ
る

｡

四
｢

資
本
構
成
■

表
4

の

三

例
に

共
通

す
る

特
徴
と

し
て

ほ

ま

ず
第

一

に
､

人

件
費
の

割
合
が

高
い

点
を

指
摘
で

.
き

る
｡

い

ず
れ

の

経

営
例
も

資
本

総
額
全

体
の

五

割
前

後
を

占
め

る
｡

次
に

漁
業

設
備

費
の

内

訳
を

み

る

と
､

舟
と

網
の

費
用
が

高
率
を

占
め
て

■い

る
｡

(

l
)

と

(

2
)

の

よ

う
に

､

湖
上
で

投
票
す

る

経
営
に

お

い

て

は
､

漁
網
=

地

引
き

網
の

比

率
が

高
い

｡

第
三

に
､

漁
業
技

術
に

つ

い

て

ほ
､

舟
は

い

ず
れ

も

手
浦
舟
か

帆
舟
で

あ

り
､

動
力

は
一

切

用
い

ら

れ

て

い

な
い

｡

要
す
る

に
､

当

時
の

企

業
経
営
ほ

､

規
模

､

漁
法
の

如
何
を

問
わ

ず
､

基
本

的
に

ほ

労
働
力
に

依
存
す

る

経
営
で

あ

っ

た

と

言
え

よ

う
｡

従
っ

て
､

経
営
主
に

と
っ

て

ほ

労
働
力
を

安
く

､

確
実
に

確
保
す
る

こ

と
が

最
大
の

課

題
で

あ
っ

(

1 8
)

た
｡

五
､

雇
傭
関
係

ま

ず
第

一

の

特
徴
は

､

民

族

上
の

問
題
で

あ

る
d

経
営
主
の

多
く
が

デ
ュ

ー

ナ
ム

人
で

滴

る

こ

と
に

対

応
し

て
､

漁
夫
も

ま

た
コ

ー

チ

シ

ナ

か

ら

出
稼
ぎ
に

来
る

ヴ
ェ

ト

ナ
ム

人
で

(

1 9
)

あ

り
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
ほ

少
な

い
｡

第
二

に
､

表
4

に

示
さ

れ

る

よ

う
に

､

労
賃
の

支

払
い

方

法
に

お

い

て

ほ

い

わ

ゆ
る

歩
分

け

法

よ
ぃ

†

し

虹
r

′

＋

,

蛭

■

b
町

t

-

ご



( 1 01) 保 護領 支配 確 立期 の カ ン ボ ジ ア の 内水 面 漁 業

表4 1 88 0 年前 後 の 3 経営 の 資本構 成

ミラ立岩三言習字
Ⅱ ･ け レ ザ

～譜男
Ⅲ ･ 河

( 共 ン)
｡

人 件 費 1
,
9 5 3( 5 5 .9 % ) ( 労賃 23 .

3 ＋食費2 0 ＋噂好 晶4 ＋

衣 料1 .5) × 男4 0 人

漁網 と付 属
品

舟

家屋, 干場

加 工 用漁貝

5 9 8( 1 7 .1 % ) ( 漁 網 4 5 0

＋鉛 の 錘 48 ＋染料5 0 十

修帝 用 の 糸5 0

3 8 5( 1 1 ･0 % ) (7 人 漕 ぎ
1 0 0 ＋6 人漕 ぎ6 0 × 2 ＋5

人漕 ぎ5 0 ＋4 人漕 ぎ 4 5

＋7 人漕 ぎの 網丹7 0)

5 5 8( 1 6 .0 % ) ( 庖 丁 2 4 0

そ の 他 丁5 7 .2 5
, 鉄製鍋8 3 .3

, 漁
油用 手桶 6 箇 6 0 な ど)

6
,
6 8 0( 4 7 .1 % )( 労賃1 0 0

十食費7声＋ 衣 料費2 0 ＋

帽子2) × 男 2 5 人 ＋( 労
賃5 0 ＋ 食費7 8 ＋ 衣料費
1 2) × 女1 2 人

3
,
16 0 ( 2 2

.
3 % ) ( 漁網

2
,
5 0 0 ＋鉛 の 錘 6 0 ＋染

料6 0 0)

2
,
95 0 (2 0 .8 % ) ( 大 型 ジ

ャ ン ク 5 0 0 十小 型 ジ ャ

ン ク45 0 × 5 ＋小 舟50 ×

4)

6 0 0( 4 ･2 % )

8 4 8
.
2( 6 .

0 % ) ( 庖 丁3 7 丁
5 7 .

2
, 竹 1 0 0

, 漁 油用壷
3 箇 9 0 塩 2 0 0 ピ タ ル

4 0 0 な ど)

3
,
6 4 6( 5 9 .4 % ) ( 労賃1 0 0

十食費7 8 ＋ 衣 料 費2 0 十

帽子2) × 男 1 2 人 ＋( 労
賃5 0 ＋食費7 8 ＋ 衣 料 費
1 2) × 女 5 人

1 6 0(2 .6 % ) ( 漁網1 0 0 ＋

染料 60)

9 0 0( 1 4 .7 % ) ( ジ ャ ン ク

4 5 0 ＋2 人漕 ぎ小 舟50 ×

5 十 運送 用 大 型 舟 ･ 貸
借2 0 0)

1 0 0( 1
. 6 % )

1
,
3 3 6( 2 1 .8 % ) ( 庖 T 1 7

丁 2 7
, 塩 20 0 ビ タ ル

4 0 0
, 竹2 万 本 2 4 0 な ど)

合 計 3
,
4 9 4( 1 0 0 % ) 1 4

,
1 7 8 .2 6

,
14 2

〔出所〕 Ⅰ. A ∫Cb i ▼e S N at io n al e s
,
S e ¢ti o n d

'
O 11t r e一班 e r

.
I n d o 血 in e

,
凹 9 0 (9) ,

C a rt o n 2 35 . M o l 止 a
, J

り

R a p p o rt d e M o 町 a ,
r e p r 由 se n t a n t d u p r ot e ct o r a t a 1 1 A m i r al

,
S ai g o l l

,
S n r la p色血 e d 11

G a 皿 d- L a c
,

P b n o m
p
e n 血

,
5 Jlユil】et 1 878 .

ⅠⅠ
.

B n c h a r d
,

"
R a p p

o r L s l 汀 】e G r a n d L a c (C a m b o d g e)
”

. E ∬Cル 〟盲 鵬 β′丘 βC8 乃作 αf ざぶα 杉C βぶ
, p . 2 2 0 .

ⅠⅠⅠ
.

∫ろ砧
. , p . 2 1 4 .〕

ほ

み

ら
れ

ず
､

現

金
､

及

び

食
塩
や

噂
好

品

を

支

給

し

て

い

た

点
で

あ

る
｡

こ

の

点
は

日

本
の

網
元

経

営
に

比

べ
､

雇
傭
関

係
に

お

い

て

資
本
･

貸
労
働
的

性
格
が

濃

い

こ

と

を

表
わ

し
て

い

る
｡

し
か

し
､

■
労
賃
の

支
払
方

法
を

み

る

と
､

表
中
の

三

例
に

共

通
し

て

み

ら

れ

る

と

お

り
､

食
塩
を

中
心

と

し
た

現

物

支

給
分
が

現

金
を

上

回
る

｡

こ

の

点

が

第
三

の

特
徴
で

あ

る
｡

経
営
主
が

こ

う
し
た

支

給
方

法
を

と

る

ね

ら
い

ほ
､

漁
夫

を

引
き

留

め
て

お

く
こ

と

に

あ
っ

た
｡

と

い

う
の

ほ
､

主

要
な

漁

場
に

は

中

国

人
が

経
営
す
る

ア
ヘ

ン

窟
や

謄
博
湯
が

あ

り
､

そ

こ

で

漁
夫
が

労
賃
を

浪
費
し
た

挙
句

､

逃
亡

す

(

2 0
)

る

こ

と

を

防
ぐ
必

要
が

あ
っ

た

か

ら
で

あ

る
｡

さ

ら
に

第
四
の

特
徴
は

､

第
三

の
■
点

と

も

関
連
す
る

が
､

前
貸

金
の

問
題
で

あ
る
｡

表
4

に

ほ

直
接
表
わ

れ

な
い

が
､

雇

傭
契
約
に

あ

た

っ

て

は

前

貸
金
を

漁
夫
に

支

給
す

る

こ

と
が

一

般
的
で

あ
っ

■
た

と
み

ら
れ

る
｡

漁
夫

ほ

び

と

た

び

前
借
を

す
る

と
､

返

済
は

難
し

く
､

翌

年
以

降
も

雇

傭
契
約
を

更
新
せ

ざ

る

を

得
な
い
｡

つ

ま

り
､

経
営

主
ほ

漁
夫
を

債
務
奴
隷
化
し
て

確
保
す
る

こ

と

が

多
か

(

2 1
)

っ

た

の

で

あ

る
｡

βヱJ

キ

ー

ノ.

.

∴

止
W
T

●

墳
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経
営
主
が

こ

う
し
た

漁
夫

緊
縛
策
を
と

る

根
本

的
な

原
因
は

､

労
働
力

不

足
に

あ
っ

た

こ

と

は

言
う
ま

で

も

な
い

｡

こ

の

労
働
力

不

足
を

規
定

す
る

要
因
と

し
て

は
､

内
水
面

漁
業
の

季
節
性
の

他

に
､

六

〇

年
代
後
半
以

降
コ

ー

チ

シ

ナ

に

お

け
る

水

田

開
発
が

進

(

2 2
)

展
し
た

結
果

､

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
の

労
働
力
が

定
着
し
た

こ

と
､

内

水

面

漁
業
の

家
族

経

営
､

小
生

産
者
の

共
同

経
営
が

完
全
に

分
解

す

る

こ

と

が

な

く
､

労
働
力
の

供
給
源
と

は

な

ら
な

か
っ

た

こ

と

な

ど
の

事
情
が

考
え

ら
れ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

こ

の

よ

う
な

労
働
力

確
保
の

困

難
さ

か

ら

企

業
経

営
は

､

経

営
規
模
の

拡
大
の

限

界
に

逢
着
す
る

｡

労
働
力
の

供
給

事
情
が

変
わ

ら

な
い

以

上
､

経
営
主

は

動
力
の

導
入

等
技
術
上
の

改

善
に

よ
っ

て

し
か

こ

の

限

界
を

突
破
で

き

な
い

｡

し
か

し
､

そ

れ

は

資
金

､

内
水

面
漁
業
の

自
然
条
件
に

制
約
さ

れ

て

実
現
が

不

可

能
で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

､

十

九

世

紀
後
半
に

は

労
働
力
不

足
か

ら
､

企

業
経

営
の

発
展
に

限

界
が

み

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

企

業
経
営
の

み

な

ら

ず
､

満
水

面

漁
業
の

生

産
そ

の

も
の

に

関
わ

る

問
題
と

し
て

､

乱
獲
に

よ

る

水

産
資
源
の

減
少
が

(

2 3
)

世

紀
転
換
期
に

表
面
化

し
て

い

た
｡

世

紀
転

換
後
の

輸
出
の

停
滞

の

背
景
に

ほ
､

以

上
の

よ

う

な

内

水

面
漁
業
の

生

産
上
の

問
題
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

本

革
の

締
め

く

く

り
と

し

て

次
の

点

を

確
認
し

て

お

き

㌶
-

h

U

た

い
｡

｢

ウ

ド

ン

条
約
+

後
の

†
ン

レ

ザ

ア

ブ

湖
沿

岸
の

商
業
的

漁

業
の

発
展
は

､

基
本

的
に

は

資
本
制
的

企

業
経
営
の

拡
大

に

よ

る

も
の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

経
営
の

主
体
の

多
く
は

､

コ

ー

チ

シ

ナ

出

身
の

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
で

あ
っ

た
｡

彼
ら
は

創
業
に

あ

た
っ

て
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

漁
民
に

寄
生

し

前
期
的

利
潤
を

獲
得
す
る

中

国
人

商
人
か

ら

融
資
を

う
け
た

｡

こ

う
し
て

､

一

方
で

ヴ
ェ

ト

ナ
ム

人

を

中
心

と

す
る

企

業
経
営
が

発
展
し
た

の

に

対

し
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

小

生

産
者
的
経
営
は

中
国
人

商
人
に

金

融
､

流
通

面
で

支
配

を

強
化
さ

れ

停
滞
を

余
儀
な

く

さ

れ

た
｡

ト

ン

レ

ザ

ア

ブ

湖
の

商

業
的
漁
業
は

こ

の

よ

う
に

異
民

族
が

生

産
､

流
通

､

金
融
面
に

進

出
し

､

支

配
を

強
化
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

発
展
し
た

の

で

あ

っ

た
｡

(

1
)

A
岩
E
く
e
払
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邑
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O
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巴
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∽
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O
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○

弓
P
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已
p

n
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d

ロ
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O
t
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O
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P
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∈
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弓
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P

p
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p
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h
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尽
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O
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宅
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N

L
監
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勺

p
.

ど
00
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N

N

P
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O

已
甲
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思
e
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E

倉
p

J

q
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e
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串
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ど
舟
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T
O
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00

00
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勺
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虹
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ド
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呵
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地
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邑
達

卦
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莞
雫
首

ミ
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､
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已
Q
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ま
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記
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-

苫
h

-

ワ

笠
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弓
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P
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尽
已
昌
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q
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卓
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略
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く
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00

か

N
,

p
･

-

巴
･

(

7
)

只
e

n
ロ
e

d

¥
]

甲

P
.

:

河
O

p

O

ユ

○
{

P
n

E
H
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琵
O

n
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n
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O

S
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J
P
O
S

a
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C
P
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す
○

巴
p

-

n

t

F
の

e

胃
-

y

勺

賀
t

O
均

t

F
e

y
e

賀
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∽

票
㌧

ヽ
知
の

少

㍍
㍍

舛
く
H

I
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-

00

笥
､
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い

○

や
･
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)

呂
○

弓
P

､

尽
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邑
･

(
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)

S

p
O

喜
1

①

1
､

尽
･

邑
･

-

ワ

孟
･

(

1 0
)

｢

票
-

町
e

.

A
包

F
臥

口

賀
d
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:

｢
p

忠
臣
e

d

呂
S

-

e

昏
p

n
d

r
P
O

d

亡

C
p

m
F
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地
内
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苫
-

.

勺

勺
･

笥
か

-
笥
叫

･

(

1 1
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巴
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∽
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岩
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ロ
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.
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づ
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S

賀
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F

C
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舛
C
く
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H

I
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琵
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p
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山

恥
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.

ワ

訟
γ

な

ど

を

参
照

｡

(

1 2
)

呂
○

弓

ヂ

尽
･

b

恵
･

(

1 3
)

せ

宍
F

寛
一

こ

尽
.

b

箪
こ

:

R

名
句
○

阜
､

､

内

申

2
〇
･

N

+
監
-

-

ワ

N

N

か
一

ビ

シ

ヤ

ー

ル

に

限
ら

ず
､

当

時
の

漁

場
視

察
者
は
い

ず
れ

も
､

経
営
の

主

体
に

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
が

多
い

事
実
を

指

摘
し

て

い

去
が

､

そ
の

理

由
に

つ

い

て

は

民

族

的

特
性
を

挙
げ
る

の

み

で

あ

る
｡

(

1 4
)

句
瓜

ネ
O
c
t

等
e

.

ト
匂
ゎ

､

舟
訂

己

訂
芸
事
苫

ミ
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n
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思
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･

N
､

-

笠
-

-

p
･

N

N

00
.

(

1 8
)

ビ

シ

ヤ

ー

ル

は

経
営
主
の

な

か

に

労
賃
を

節
約
す
る

た

め
に

､

タ

イ

か

ら

奴
隷
を

買
う

者
も

い

る

こ

と

を

指
摘
し
て

い

る

が

(

賢
丸

･

,

ワ

一

芸
)

､

そ

う

し

た

轟
営
が

ど

の

寒
虔
普
及

し
て

い

た

の

か

は

不

明
で

あ
る

｡
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コ

主
シ

ナ

3

の

農
業
藩
営
と

土

地

所
有
の

問
題
を

扱
い

､

そ
の

な
か

で

コ

ー

チ

シ

朗
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ナ

の

新
田

開
発
の

主

体

は
コ

ー

チ

シ

ナ

在
住
の

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
の

土

地

な

し

眉
で

あ
っ

た
こ

と
を

明
ら

か

に

す
る

つ

も
り

で

あ

る
｡

(

2 3
)
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邑
町
e
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A
a
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臥

ヨ
胃
早
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｢
p

p

訂
訂

:

阜

鼓
.

､

p

ワ

笥
か

ー
か

叫

㌣
Ⅳ

中
小
の

河

川
､

湖
沼
の

漁
場
占
有
権
賃
貸
制
度

本
論
の

前
提
と

し
て

ま

ず
､

王

国
政

府
の

も

と

で

の

漁
場
制
度

の

概
要
を

､

十

九

世

紀
後
半
に

保
護
領
政

庁
の

要
職
に

あ
っ

た

ル

(

1
)

ク

レ

ー

ル

｢
e

c
-

町
e

の

所

説
を

も

と
に

示
し

て

お

こ

う
｡

ア

ン

ズ

オ

ン

A
n

U
d

5
n
g

国
王

〔

在
位

一

八

四

五

年
～

一

八

五

九

年
〕

の

治
世

下
に

お

い

て

は
､

そ

れ

以

前
の

時
代
と

同
様

､

漁
場
を

利
用
す
る

権
利
は

慣
習
法
に

よ

り
､

漁
場
周

辺
の

住
民
へ

無

償
で

与
え

ら
れ

た
｡

地

方

官
吏
の

な

か

に

は
､

特
定
の

漁
場
を

私
物
化
し

､

そ
の

占
有
権
を

賃
貸
す
る

者
も

み

ら
れ

た

が
､

国
王

は

こ

う
し

た

慣
習

法
に

違
反

す
る

者
を

処

罰

し
､

国
民

一

般
の

食

塩
を

確
保
す
る

姿
勢
を

貫
い

た
｡

と

こ

ろ
が

､

一

八

五

九

年
に

即

位
し
た

ノ

ロ

ド

ム

宅
0

3
d

O

ヨ

国
王

は
､

プ

ノ

ン

ペ

ン

の

王

宮
の

造

営
費
な
ど

を

調

達
す
る

た

め

に
､

官
吏
や

中
国

人

商
人
の

進
言

を

容
れ

､

中

小
の

河

川
や

湖
沼

の

漁
場
の

占
有
権
を

賃
貸
制
と

す
る

決
定
を

下

し
た

｡

こ

の

賃
貸

制
度
の

内

容
は

お

よ

そ

次
の

と

お

り
で

あ

る
｡

国
王

は

自
ら
が

全

国
土

の

漁
場
の

唯
一

の

所
有
者
で

あ

る

こ

と

を

前
提
に

､

ま

ず
一

般
の

住
民

や

ポ

ル

勺
0
-

〔

王

室
の

奴
隷
〕

へ

､

そ

の

集
落
周

辺
の

河
川

､

湖
沼
の

漁
場
の

集
団
的
占

有
権
を

与

え
､

旧

来
ど
お

り
､

.
無
償
で

漁
業
を

営
む

権
利
を

保
証

し
た

｡

ま
た

王

族
､

大

臣
､

一

部
の

地

方

官
更
に

対
し
て

は
､

そ

れ

ぞ

れ

特
定
の

漁
場
の

占
有
権
を

与

え
､

そ

の

漁
場
を

利
用

す
る

権
限
を

任
ね

た
｡

他

方
､

内

水

面

漁
業
の

中

心
地

で

あ

る

ト

ン

レ

ザ
ッ

プ

湖
沿

岸
の

漁
場

､

及
び

メ

コ

ン

河
､

ト

ン

レ

ザ

ッ

プ

河

沿
い

の

漁
場
に

つ

い

て

は
､

何
人

も

自
由
に

漁
獲
す
る

こ

と

を

認
め

た
｡

以

上
の

漁

場

は

賃
貸
の

対

象
外

と

し
て

勅
令
に

記

載
さ

れ

た
｡

そ

し
て

記
載
外

の

漁

場
の

占
有
権
は

競
売
に

よ

っ

て

賃
貸
さ

れ

る

こ

と

と

な
っ

た
｡

こ

の

よ

う
に

ル

タ

レ

ー

ル

に

よ

れ

ば
､

ノ

ロ

ド

ム

国
王

が

財
源

確
保
の

ね

ら
い

か

ら

占
有
権
の

賃
貸
制
度
を

導
入

す

る

こ

と
に

よ

っ

て
､

漁
場
の

権
益

関
係
が

明

確
と

な
っ

た
｡

全
土
の

漁
場
は

用

益
の

主

体
に

よ

っ

て
､

〔

こ

王

族
や

官
吏
の

俸
禄
地

と

し

て

の

漁
易

､

〔

二
〕

ト

ン

レ

ザ

ア

ブ

湖
な

ど

詭
も
が

入

漁
可

能
な

漁

場
､

〔

三
〕

特
定
の

住
民
や

王

室
奴
隷
に

留
保
さ

れ

る

漁
場

､

〔

四
〕

賃

貸
の

対

象
と
な

る

漁
場

､

の

四
つ

の

形

態
に

区

分
さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な
る
｡

つ

ま

り
､

王

国
政

府
の

も

と

で

は

建
前
と

し

て

既
に

∂上4

ヰ

†

.

i

†
.

▲

恥
7

r

→

ー

一
冊

-
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Ⅱ

章
で

指
摘
し

た
〔

二
〕

の

範
噂
の

他
に

〔

こ

と

〔

三
〕

の

範
噂

の

漁
場
も

賃
貸
制
度
の

適
用

外

な
の

で

あ

る
｡

以

下
に

お

い

て

は

現

実
に

こ

の

制
度
が

い

か

に

運
営
さ

れ

て

い

た

の

か
､

さ

ら
に

保

護
償
支

配
の

も

と

で

ど
の

よ

う
に

制
度
が

再

編
さ

れ

た

の

か

を

検

討
す
る

｡

な
お

､

本
論
と
の

関
わ

り

に

お

い

て
､

王

族
の

俸
禄
地
に

つ

い

て
一

言
し
て

お

く

必

要
が

あ

る
｡

王

国

政

敵
の

も

と

で

は
､

国
王

の

領
地
の

他
に

､

皇
太

子
､

及

び

皇

太

后
の

領
地

が

存
在
し
た

｡

こ

れ

は

国
王
が

皇
太

子
､

皇
太

后
に

与

え
る

俸
禄
地

と

し
て

の

性

(

2
)

稗
を

も
つ

も
の

で

あ

る
｡

従
っ

て
､

ル

ク

レ

ー

ル

の

い

う
､

王

族

に

与

え

ら

れ

た

漁
場
と

は
､

そ

の

領
地

内
の

漁
場
を
さ

す
も
の

と

思
わ

れ

る
｡

l

ノ

ロ

ド

ム

国
王

治
世

下
の

漁
場
占
有
権
賃
貸
制
度

一

八

八
四

年
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

理

事
官
フ

ー

レ

は
､

コ

ー

チ

シ

ナ

総
督
へ

宛
て

た

書
簡
に

お

い

て
､

同

年
の

漁
場
占
有
権
の

賃
貸
状

(

3
)

況

を

報
告
し

て

い

る
｡

こ

の

時
期
に

は
フ

ラ

ン

ス

保
護
領
政

庁
は

未
だ

本

格
的
な

財
政

改

革
に

着
手

し
て

い

な
い

の

で
､

本

書
簡
は

ノ

ロ

ド

ム

国
王

治
せ

下
の

賃
貸
制
度
の

実
態
を

示

し

て

い

る

と

思

わ

れ

る
｡

そ

こ

で

ま

ず
､

こ

の

書
簡
を

訳

出
し

て

お

こ

う
｡

･

｢

漁
場
占

有
権
の

競
売
は

昨
日

行
わ

れ
､

落
札
価
蒋
は

合

計
､

四
､

0

0
0
バ

ー

ル

訂
r

完
訪

〔

前
出
n
か

ロ

の

仏
語
訳
〕

､

つ

ま

り

六

万
二

､

0

0

0
ピ

ア

ス

ト

ル

に

達
し

ま

し

た
｡

入

札
の

申

し

込

み

は
一

二

〇

件
を

超
え

た

の

で

す

が
､

落
札
結
果
は

以

下

の

と

お

り
で

す

〔

表
5
〕

｡

私

達
ほ

漁
場
を

漁
業
生

産
者
へ

直
接
借
す
こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

で

し
た

｡

と
い

う
の

は
､

彼
ら
の

入

札
額
は

あ

ま

り

に

も

少

な

す

ぎ
､

合
計

で

三
､

五

〇

〇
バ

ー

ル

に

も

達
し

な

い

か

ら

で

す
｡

ま

た
､

多
く
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
に

と
っ

て
､

競
売
に

参
加

す
る

た

め

に

プ

ノ

ン

ペ

ン

に

赴
く
こ

と

は

困

難
な

よ

う
で

す
｡

こ

の

不

便
さ

ほ

駄
科

所
【

計
i

d

e

n
c

e

が

設
置
さ

れ

れ

ば

解
消
さ

れ

る

と

思
い

ま

す
｡

そ

の

暁
に

は

競
売
は

よ

り

よ

い

結
果
を

も

た

ら

す
こ

と
に

な
る

で

し
ょ

う
｡

私

達
は

ま
た

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

行
政

組
織
.
の

不

ま
じ

め

さ

に

由
来
す
る

多
く
の

困

難
に

遭
遇
し

ま

し

た
｡

皇
太

后
と

副

王

〔

こ

の

時
期
は

皇
太

子
〕

に

属
す
る

漁
場
占
有
権
は

三

年
の

期

限
で

既
に

賃
貸
さ

れ

て

い

る

の

で

す
｡

こ

の

た

め
､

私

達
は

こ

れ

ら
の

漁
易
を

放
置
せ

ざ
る

を

得
ま

せ

ん

で

し
た

｡

そ

の

う

え

各
省

勺
r

0

5 .

ロ
C

e

で

ほ
､

僧
侶

､

王

室

奴

隷
に

留
保
さ

れ

る

漁

∂

湯
が

存
在
す
る

の

で

す
｡

こ

の

古
い

制
度
が

修
正

さ

れ

れ

ば
､

朗
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表 5 1 8 8 4 年虔 の 漁場占有権及 び 漁網税徴収権 の 落札状況

区 域
貨幣男人 ･ 名 国 籍

O k n ll a T ` s el n s a マ レ ー プ ノ ン ペ ン 上 流 の マ レ
ー

人 の 村 か ら ,
タ 1

,
3 5 0

イ 国 境ま で の 湖, 及 び そ れ に注 ぐ河 川 の

漁場占有権
漁 網税の 徴収権

2 0 5

5

5

-

ヽ
)

0

7

3

2

4

q
/

l

′
】

ロ

9

5

(

X
)

中 国 E a O k n b a T e y _
か ら S a m b o k ま で の

E i占n S v a i 省 を含む,
メ コ ン 河 両 岸 の

漁 場 占有 権

漁 網税 の 徴収 権

〝 T o n ld T a n c b
, 及 び ト ン レ ザ ッ プ湖 に 注

ぐ河 川 の 漁場 に お け る漁 網税の 徴収権

〝 B a p b n o m
,
P rd y v e n g ,

R o 皿 d n o l
･
S v ai-

T e a p の 漁 場占権 権

〝 P 一合y E r e b a s
,

T r e a n g ,
E a T b 6 m の 漁

場 占有権

カ ン ボ ジ ア L o 11 k D 台k の 漁場占有権

〝 B a ti 省 の 漁場占有権

ヴ ェ
ト ナ ム T a k 由 か ら コ ー チ シ ナ 国 境 まで の C b a n

d o c 地 域 の 河 川 の 漁瘍に お け る 漁 網税の

徴収 権

T b a i Ⅱ e n g

C b a 11 k r o m G i

Y a n g E y

L 11 0 n g M o n t r e y
R e a c b ` a

B a v 且 L i k b e t

N 奮 Ⅴ乱n C b l l n g

4
,
0 0 0

計
ビ禦,

P誤
〔出所〕 A N

,
D A O 叫 I n d o cb m

ち
1 2 る9 4 . L ett r e d 1 1 F o n r e s

,
R e p r 由 血 t 皿 t d u p r o t e ct o r at 弧 G o u-

V e m e n r
,

S ai
g o n

.
P b n o m p e n b

,
2 7-〔月不詳〕-1 8 糾 ･

〔

入

札
の
〕

申
し

込

み

は

さ

ら
に

増
え

る

こ

と

で

畑
-

八

じ

し
ょ

ゝ

つ
｡

私

達
は

ま

た
､

サ

ア

ン

S

ぎ
ロ
内

省
〔

国

王

の

領
地

内
の

一

省
〕

で

は

ア

ロ

ヨ

P
【

3

3
S

〔

小

運

河
〕

が
一

人
の

老

蔚
人
に

属
し
て

い

る

こ

と

も

発

見
し
ま

し
た

｡

昨
年

､

国
王

は

漁
湯

を

合

計
三

､

二

〇

〇
バ

ー

ル

で

賃
貸
し
た

の

で

す

が
､

中

国

人

ワ

ン

タ

イ

W
p

ロ

管
已

は

今
年
も

同

額
の

値
を
つ

け
ま

し

た
｡

そ

れ

故
､

〔

今
年
は

昨

年
に

比
べ
〕

落
札
価
椿
は

八
〇

〇
バ

ー

ル
､

つ

ま

り
一

万

二
､

四

〇

〇

〇

ピ

ア

ス

ト

ル

増
加

し
た

の

で

す
｡

+

要
す
る

に
､

行
政

官
と

し
て

の

フ

ー

レ

は
こ

こ

で

財
渡
強
化
の

観
点
か

ら
､

賃
貸
の

対

象
と

な
る

漁
場

の

地

域
的
な

限
定

､

非
漁
業
者
に

よ

る

漁
場
占
有
権

の

落
札

､

こ

の

二

点

を

旧

来
の

賃
貸
制
度
の

難
点
と

し
て

批
判
し

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

点
は

い

ず
れ

も

漁

場

賃
貸
制
度
の

本
質
に

関
わ

る

問
題
で

あ

り
､

保
護

領
政

庁
が

こ

の

制
度
を

直
接
運
営
し
て

い

く

過

程
で

最
も

重

要
な

課

題
と

な

る

の

で

あ
る

｡

そ

こ

で
､

こ

ヰ

､

.

-

ヤ
.

』
町

′

r

リ

け

ぃ

叶

址
町

.

-

ご
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の

二

つ

の

問
題
点

､

賃
貸
の

対

象
と
な

る

漁
場
の

性
櫓
と

競
売
制

度
に

焦
点
を

当
て

て

当

時
の

漁
場
賃
貸
制
度
の

実
態
と

問
題
点

を

解
明

す
る

｡

ま

ず
賃
貸
の

対

象
と

な
る

漁
場
に

つ

い

て

で

あ

る

が
､

国
王
=

王

国

政

府
は

賃
貸
の

対

象
を

国
王
の

領
地

内
の

漁
場
に

限
定

す
る

｡

皇
太

子
､

皇
太

后
の

領
地

内
の

漁
場
の

管
理
ほ

そ

れ

ぞ

れ

独

自
に

行
わ

れ

る
｡

国
王
の

領
地

内
の

漁
場
に

つ

い

て

も
､

全
て

が

賃
貸

の

対

象
と

な

る

わ

け
で

は

な

く
､

僧
侶

､

王

室

奴
隷
や

特
定
の

人

物
に

留
保
さ

れ

る

漁
場
も

存
在
す
る

｡

ま
た

こ

の

書
簡
で

は

触
れ

ら

れ

て

い

な
い

が
､

後
に

み

る

と

お

り
､

集
落
周

辺
の

漁
場
も

住

民
に

留
保
を

れ
､

大

臣
や

一

部
の

地

方

官
吏
へ

占
有
権
を

分
与

す

る

漁
場
も

賃
貸
の

対

象
か

ら

除
外
さ

れ

て

い

た
｡

従
っ

て
､

一

応

建
前
ど
お

り

に

賃
貸
制
度
は

運
用
さ

れ

て

い

た

こ

と

に

な

る
｡

と
こ

ろ

で
､

現

実
に

賃
貸
の

対

象
と

な

る

漁
場
と

非

賃
貸
の

漁

場
､

特
に

住
民
へ

留
保
さ

れ

る

漁
場
と

の

区

分
は

ど
の

よ

う
に

行

わ

れ

た

の

で

あ

ろ

う
か

､

ル

タ

レ

ー

ル

は

非
賃
貸
の

漁
場
は

勅
令

に

記
載
さ

れ

た

と

し
て

い

る

が
､

果
し
て

全
土
の

漁
場
を

遺
漏
な

く

収
録
で

き
た

の

か

香
か

疑
問
で

あ
る

｡

殊
に

住
民
に

留
保
す

る

漁
場
の

指
定
に

あ

た

っ

て

ほ

入

漁
の

慣
習
性
が

基
準
と

な
る

の

で

あ

る

が
､

そ

の

基
準
は

か

な

り

唾
昧
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

そ

ぅ

し
た

曖
昧
さ

は
､

漁

場
の

利
用

を

め

ぐ
る

住

民
と

占
有
権
を

獲

得
し
た

漁
業
生

産
者
と

の

間
の

紛
争
の

頻
発
と
い

う
事
実
に

よ

っ

て

裏
付

け

ら

れ

る
｡

フ

ー

レ

ほ
､

先
に

引

用
し

た
一

八

八
一

年
六

月
十

八
日

付
の

書

簡
に

お

い

て
､

漁
場
占
有
権
の

賃
貸
が

周

辺

住
民
の

不

満
を

引
き

起
こ

し
､

住
民
が

占
有

権
を

得
た

漁
業
生

産
者
の

挽
業
を

実
力
で

妨
嘗
す
る

事
態
が

発
生

し
て

い

る

こ

と

を

指
摘
し

､

そ

の

具
体

例

を

四

例
挙
げ

て

い

る
｡

い

ず
れ

の

ケ

ー

ス

も
､

占
有
権
を

入

手

し

た

の

は

コ

ー

チ

シ

ナ

の

チ

ャ

ウ

ド

ッ

ク

C
F

ぎ
d

g

省
の

ヴ
ェ

ト

ナ
ム

人
で

あ
っ

た
｡

そ

し

て
､

そ

れ

ら
の

漁
場
へ

数
十

人
か

ら

百

人

橿
度
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

住
民
が

集
団
で

押
し

寄
せ

､

操
業
の

許
可
を

要
求
し
た

り
､

経
営
主
が

雇
う

漁
夫
に

暴
行
を

加
え

た
｡

ま

た
､

王

国

政
府
の

漁
場
制
度
の

管
理

費
任

者
タ

ラ

コ

ム

只
r

苧

好
か

ヨ
〔

運

輸
を

担
当

す
る

大

臣
〕

は
､

同
じ
一

八
八

一

年
六

月
二

十
二

日

付
の

地

方
官
吏
へ

宛
て

た

書
簡
に

お

い

て

や

は

り

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人
が

占
有
権
を

貸
借
し
た

漁
場
に

お

い

て
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人

が

漁
を
し

た

と
い

う
嫌

疑
を

か

け

ら

れ

て

逮
捕
さ

れ

た

事
例
を
二

(

4
)

件
報
告
し

て

い

る
｡

以

上
の

一

連
の

事
実
ほ

､

住
民
に

無
償
で

留
保
す
る

漁
場
と

賃

貸
の

対

象
と

す
る

漁
場
と
の

境
界
を

曖
昧
に

し
た

ま
ま

､

現

実
に

抑



一 橋論叢 第 八 十 六 巷 第四 号 ( 10 8)

ほ

入

漁
の

慣
行
が

み
′
ら

れ

た

漁
場
を

全
て

で

ほ

な
い

に

し

て

も

賃

貸
の

対

象
と

な
る

範
噂
の

漁
場
へ

観
み

込
ん

で

い

た

こ

と

を

物
語

る
｡

漁
場
占
有
権
の

賃
貸
制
度
の

導
入
ほ

こ

の

よ

う
に

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人

住
民
の

既
得
権
を

剥
奪
し

､

漁
易
か

ら

排
除
す
る

結
果
を

も
た

ら
し

た

と
い

え
よ

う
｡

次
に

､

競
売
制
度
の

考
察
に

移
ろ

う
｡

一

八

八

四

年
度
の

落
札

結
果
は

表
5

に

み

ら

れ

る

と

お

り
､

全
体
で

七

人
が

八

区

画
の

漁

場
占
有
権
と

漁
網
税
徴
収
権
を

落
札
し
て

い

る
■｡

内
訳
を

み

る

と
､

六

人
が

六

区

画
の

漁
場
占
有
権
を

､

二

人
が

二

区

画
の

漁
網
税
徴

収

権
軒

獲
得
し
て

い

る
｡

こ

の

漁
網
税
と

ほ
､

一

定
の

規
模
以

上

の

漁
網
に

課
す
税
の

こ

と
で

､

そ

の

徴
収

権
の

落
札
ほ

､

同
一

地

域
の

漁
業
権
と

一

括
す
る

場

合
と

､

単
独
の

場
合
と
が

あ

る
｡

操

業
が

自
由
な

ト

ン

レ

ザ
ッ

プ

湖
や

大

河

沿
い

の

漁
場
に

お

い

て

も

課
税
の

対

象
と

な

る
｡

し
か

し
､

そ

の

落
札
価
椿
ほ

漁
湯
占

有
権

に

比
べ

て

極
め
て

少
な
い

｡

さ

て
､

先
の

フ

ー

レ

の

書
簡
に

よ

れ

ば
､

こ

の

年
首
二

十
人
の

入

札
参
加

者
が

あ

っ

た
｡

従
っ

て
､

一

応
競
争
原
理
が

貫
か

れ
､

高
価
椅
を

提
示

す
る

者
が

漁
場
占
有
権
や

漁
網
税
徴
収
権
を

入

手

し
た

も

の

と

み

ら

れ

る
｡

事
実

､

書
簡
中
に

引

用
さ

れ

て

い

る

中

国
人
ワ

ン

ダ

イ

は

前
年
度

､

全
土
の

漁
場
の

占
有
権
を

獲
得
し
た

(

5
)

商
人
で

あ

り
､

八

四

年
度
の

落
札
失

敗
の

原
因
は

入

札
価
格
の

低

晒

さ

に

あ
っ

た
｡

そ

れ

故
､

少
な

く

と
も

国
王

や

官
吏
の

慈

恵
や

私

情
で

特
定
の

人

物
へ

の

漁
場
占

有
権
を

譲
渡
す
る

こ

と

は
な

か

っ

た

と
い

え

よ

う
｡

も
っ

と

も

凝
売
制
と

い

り

て

も
､

入

札
に

参
加

で

き
る

の

は
､

ま

と

ま
っ

た

資
金

を

用
意
す
る

こ

と

が

で

き
る

層

に

自
ら

限

ら
れ

て

い

た

こ

と

は

言
う
ま
で

も

な
い

｡

こ

う

し
た

落
札
者
は

全
て

漁
業
に

従
事
し

な
い

着
で

あ
る
･こ
と

は
フ

ー

レ

の

指
摘
す

る

と
こ

ろ
で

あ

る
｡

彼
ら
の

職
業
は

明

示
さ

れ

て

い

な
い

が
､

ワ

ン

タ

イ

が

そ

う
で
一

あ

り
､

ま
た

次

節
で

み

る

よ

う
に

､

商
人
が

多
か
っ

た

と

思
わ

れ

る
｡

ま
た

､

落
札
者
の

民

族
構
成
は

多
様
で

ほ

あ

る

が
､

マ

レ

ー

人
､

中

国
人
が

高
価
格
で

広
い

区

域
の

漁
場
占
有

権
を

獲
得
し
て

い

る
｡

八

三

年
度
の

全

漁

場
占
有
権
の

落
札
者
ワ

ン

タ

√
も

ま
た

中

国
人
で

あ

る
｡

い

ず
れ

も
こ

れ

ら
の

層
ほ

､

専
ら

漁
場
占
有
権
の

転
貸
に

よ

る

利
ざ

や

を

あ

て

に

す
る

投
機
者
と

し
て

の

性
格
を

有
し
て

い

た

こ

と

ほ

疑
い

得
な
い

｡

そ

の

利
ざ

や

分

は
､

行
政
官
フ

ー

レ

の

目
に

は

本
来

賃

貸
料
収

入

と

し
て

保
護
領
政
庁
の

財
政

収
入
に

入
る

ぺ

き

も
の

と

映
っ

た

の

で

あ

る
｡

そ

れ

は
さ

て

お

き
､

王

国

政

府
は

財
政

収
入

増
加
の

た

め
に

は
､

民

族
､

職
業
を

問
わ

ず
､

高
価
希
を

提
示

す
る

者
に

漁
場
占
有
権

ヤ

』
町

r

l

.

.
紗
.

-

､
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を

落
札
し

､

落
札
者
を

徴
税
体

系
の

な

か

で

漁
業
税
請
負
人

と

し

て

位
置
づ

け
て

い

た
｡

漁
場
占
有
権
賃
貸
制
度
に

お

い

て

は

こ

の

よ

う
に

､

財
政

収

入
の

増
加
を

図
る

王

国

政

府
と

占
有
権
の

転
貸

に

よ

る

投
機
を

あ

て

こ

ん

だ

商
人

ら

豊
富
な

資
金
を

も
つ

層
と
の

利
害
関
係

が
一

致
し

て

い

た

の

で

あ
る

｡

そ

の

背
景
に

は
､

商
業

恥
漁
業
の

発
展
に

伴
な
い

中
小
の

河

川
､

湖
沼
の

漁
場
に

お

い

て

も
､

そ

の

占
有
権
を

め

ぐ

る

競
争
が

激
化

し
た

と
い

う
事
情
が

あ

っ

た

こ

と

は

言
う
ま

で

も

な
い

｡

最
後
に

､

漁
場
占
有
権
の

転
貸
借
関
係
に

触
れ

て

お

こ

う
｡

既

述
の

と

お

り
､

何
人
も

特
定

区

域
の

漁
場
占

有
権
を

継
続
し

で

落

札
で

き

る

と
は

限
ら

な
い

｡

従
っ

て
､

特
定
の

漁
場
の

占
有
権
の

転
貸
借
を

め

ぐ
っ

て

落
札
者
と

漁
業
生

産
者
と

が

固
定
し
た

関
係

に

あ
っ

た

と
は

考
え

ら

れ

な
い

｡

む
し

ろ
､

生

産
者
同

士
が

競
合

す
る

状
況
の

も
と

で
､

両

者
の

間
は

金

銭
上
の

関
係
が

優
先
し
て

い

た

と

み

る

方
が

妥
当
で

あ

ろ

う
｡

と

こ

ろ

で
､

転
借
す
る

側
の

漁
業
生

産
者
と

し
て

の

性
椿
は

ぜ

ぅ
で

あ

ろ

う
か

｡

免
に

占
有
権

を

め

ぐ
る

住
民
と

の

紛
争
の

実
例
と

し
て

挙
げ

た

四

例
の

経
営
は

い

ず
れ

も
､

百
二

十
モ

八

百
ピ

ア

ス

ト

ル

の

転
借
料
を

支

払
っ

て

河
川

や

湖
沼
の

漁
場
占
有
権
を

入

手
し

､

漁
夫

〔

凰
文

で

は

ヨ
丁

目
e

亡
1

漕
ぎ

手
〕

を

雇
っ

て

操
業
す
る

｡

こ

れ

ら
の

例
に

限
ら

ず
､

転
借
者
は

､

び

と

ま
と

ま
り
の

漁
場
の

占
有
権
を

得
る

た

め
の

多

額
な

資
金

を

漁
期
を

前
に

用

意
す

る

こ

と

が

で

き
､

漁
夫
を

雇
傭

す
る

だ

け
の

操
業
資
金
を

有
す

る

企

業
経
営
者
と

み

て

よ

い

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う
に

､

中
小
の

河

川
､

湖
沼
の

漁
場
に

お

い

て

も

ト

ン

レ

ザ

ッ

プ

湖
沿

岸
の

漁
場
と

同

様
に

､

経

営
規
模
こ

そ

違
え

企

業
経
営
が

発
展
し
っ

つ

あ
っ

た
｡

そ

の

主

体

も
､

先
の

四

例
が

示
す

よ

う
に

､

ヴ
ェ

ト

ナ
ム

人
が

多
か
っ

た

と

み

ら
れ

る
｡

2

保
護
領
政

庁
支

配
下
の

漁
場
占
有
権

賃
貸
制
度

王

国

政

府
の

も

と
で

漁
場
の

占
有
権

賃
貸
制
度
は

､

王

国
政

府

と

投
機
者
層
と
の
.

利
害
関
係
が

一

致
す

る

な
か

で
､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

小
生

産
者
的

漁
民

層
を

漁
場
か

ら

排
除
し

､

企

業
経
営
を

発

展
さ

せ

る

結
果
を

も
た

ら
し

た
｡

こ

の

制
度
を

保
護
領
政

庁
が

直

接
管
理

す
る

に

あ

た
っ

て

フ

ー

レ

ほ
､

財
政

収
入

拡
大
の

見
地
か

ら
､

賃
貸
の

対

象
と

な
る

漁
場
の

拡
大

+

非
漁
業
者
た

る

徴
税
請

負
人
=

投
機
者
層
の

排
除

､

を

改

革
す
べ

き

課
題
と

し
て

提
起
し

た
｡

こ

れ

ら
の

課

題
が

保
護
領
支
配
の

も
と

で

実
現
さ

れ

た
.
の

か

香
か

､

そ

の

結
果
既

存
の

漁
業
構
造
に

い

か

な

る

影
響
を

も
た

ら

し
た

の

か
｡

本
節
で

は

こ

れ

ら
の

点

を

左

記
の

六

件
の

一

八

九

〇

(

6
)

年
代
前
半
の

賃
貸
契
約
文

書
を

素
材
に

検
討
す
る

｡

∂J ∂
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A

r

S
p

日
r

p

p

H
只

〔

国
王
〕

-

S

p

ヨ
1

p

勺

ゴ
O

y

〔

皇
太

子
〕

.

S
p

m
r

P

勺

C
F
e

t

畠
r

〔

皇
太

后
〕

の

漁
場
の

､

呂
O

m
i

の

年

〓

八

九

四
-

九

五

年
〕

の

漁
期
の

賃
貸
契
約
+

B

｢

〔

S

p

ロ
1

p

p

E
只

の
〕

漁
場
の

只
F

巴

→
○

宏
切

p

打

〓

八

九

〇

年
〕

､

→
F
P

ゴ
巾

y
S

∽

P
t

〔

一

八
九

一

年
〕

､

R
〇

一

n
g

→
h
e
･

t

く
p

設
p

打

〓

八

九
二

年
〕

の

漁
期
の

賃
貸
契
約
+

C

｢

〔

S

p

m
言
勺

H

只

の
〕

漁
場
(

ア

ロ

ヨ

､

湖
)

の
､

→
○

苧

琵
P

打

の

年

〔

一

八

九
〇

I

九
一

･
年
〕

の

賃
貸
に

関
す
る

勅
令
+

D

r

S

p

m
r

p

勺

T
H

◎

y

の

漁
場
の

､

呂
○
∽

㌢
ロ

打

勺
p

ロ

打

C
F
p
c

S

p
c

の

年

〓

八

九
三

～

九

四

年
〕

の

漁
期
の

貸
賃
契
約
+

E

r

S

p

m
r

p

勺

C
F
e

t

く
p

の

漁
場
の

､

呂
○
∽

p

n
打

勺
p

ロ
打

C
F

g

S

p
c

の

年
の

漁
期
の

賃
貸
契
約
+

F

r

S

p

日
昌
p

C
F
e

t

く
p

の
､

一

八

九

五

～

九

六

年
の

漁

期
の

､

漁
場
の

経
営
独

占

権
に

関
す
る

入

札
心

得
書
+

(

引

用
に

あ

た
っ

て

は
､

A

I

F

と

略
記

す
る
)

こ

の

う

ち
､

A
､

B
､

D
､

E

ほ

当

事
者
間
の

契
約
文

書
､

C

は

国
王

が

地

方

官
吏
に

対

し
､

落
札
者
の

漁
場
占
有
権
を

保
証

す
る

よ

う
命
じ
た

文
書

､

F

ほ

漁
場
の

経
営
独

占
権
=

漁
場
占
有
権
の

賃
貸
に

関
す
る

諸

条
件
を

明

記
し
た

入

札
要
綱
で

あ

る
｡

い

ず
れ

も

原
文
ほ

仏
文
で

あ
る

が
､

B

と
C

ほ

仏
語
訳
と

記
さ

れ
て

い

る
｡

さ

て
､

漁
易
占
有
権
の

賃
貸
関
係
■
を

考
察
す

る

う

え
で

の

出
発

脚

点
と

し
て

ま

ず
､

漁
場
の

所
有
権
に

つ

い

て

触
れ

て

お
こ

う
｡

､

国
王

､

皇
太

子
､

皇
太

后
の

い

ず
れ

の

漁
場
に

お

い

て

も
､

賃

貸
者
の

漁
場
占
有
権
を

最
終
的
に

保

証

す
る

の

は

勅
令
を

公

布
す

る

国
王
で

あ

り

(

B

の

第
三

条
､

D

の

第
三

条
､

E

の

第
五

条
)

､

ま

た

特
定
の

漁
場
を

賃
貸
の

対

象
か

ら

除
外
し

､

住
民
へ

そ

の

占

有
権
を

留
保
す
る

主

体
も

国
王
で

あ

る

(

C

の

第
一

条
)

｡

つ

ま

り
､

保

護
領
政

庁
は

漁
湯
の

占
有
権
賃
貸
制
度
を

管
理

す
る

に

あ

た

っ

て
､

形
式

上
､

旧

来
ど

お

り

全
土
の

漁
場
の

所
有

権
が

国
王

に
｢
帰
属
す
る

こ

と

を

前
線
と

し

た
｡

こ

の

前
提
に

立
っ

た

う
え

で

政

庁
は

､

全
土
の

漁
場
賃
貸
制
度

を
一

元

化
し
た

｡

契
約
文

書
A

､

D
､

E

に

お

い

て
､

賃
貸
す
る

側
の

当
事
者
と

し
て

署
名
し

て

い

る

の

は

フ

ラ

ン

ス

人

高
等
理

事

長
官

R
か

∽

己
e

n
t

岩
勺
か
1

訂

宍

で

あ

り
､

保
護
領
政
庁
が

国
王

の

領
地

内
の

漁
場
は

も
と

よ

り
､

皇
太

子
､

皇
太

后
の

領
地

内
の

漁

場
を

も

直
接
管
理

し
て

い

た

こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

ま

た
､

こ

れ

と

並

行
し
て

政
庁
ほ

､

■

｢

か

つ

て
､

省
の

行
政

官
や

官
吏
の

収
入

蘇
で

あ
っ

た
､

p
【

穿

〔

河
川
〕

､

b
e

n

粥

〔

湖
沼
?
〕

､

打
甲
ロ

ー

e

n

粥

〔

?
〕

､

打
F
ロ
e

n
粥

〔

?
〕

､

汀
p

勺
か

㌢
ロ
粥

〔

沼
､

弛
〕

な
ど

ほ

賃
貸
さ

れ

る

漁
場
の

範
疇
に

入

,

ヤ

1.

～

ト

∵

払
n

一

▼

-

｢

ー

→

ノ}
..

抑

●

.

A
｢

ヽ
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る

こ

と

と

す
る
｡

〔

占
有
権
の
〕

貸
借
者
は

官
吏
に

納
付

金
を

支
払
う
こ

と

な

く
､

こ

れ

ら
の

漁
場
を

転
貸
で

き

る
｡

+

(

F

の

第
七

条
)

と

あ

る

よ

う
に

､

官
吏
の

俸
禄
地
と

し

て

の

漁
場
を

廃
止

し
た

｡

こ

の

よ

う
に

保
護
領
政

庁

は
､

フ

ー

レ

の

過
言
ど
お

り

賃
貸
制
度

の

一

元

化
､

賃
貸
の

対

象
と

な

る

漁
場
の

拡

大
を

実

現
し
た

の

で

あ
る

｡

一

般
住
民

や

王

室
奴
隷
へ

無
償
で

留
保
す
る

漁
場
に

つ

い

て

は

ど

う
か

｡

保
護
領
政

庁
は

建
前
と

し
て

は

こ

の

範
疇
の

漁
場
を

こ

れ

ま

で

ど

お

り

存
続
さ

せ

た
｡

C

の

第
一

条
に

は
､

｢

旧

慣
に

従
い

､

過

去
何
か

年
も
の

間
､

賃
貸
の

対

象
か

ト

外
さ

れ
､

住
民

や

ボ

ル

が

使
用
料
を

払
わ

ず
白
由
に

入

漁
が

で

き
た

､

ア
ロ

ヨ

､

湖
､

ネ
の

他
の

漁
場
は

､

ゴ
r

O

打
e

〔

頭
家

?
〕

C

ぎ
p

と

ゴ
r

O

打
e

勺
P

k

宣

旨
〔

本

契
約
の

賃
借
者
〕

に

対

す
る

賃
貸
の

対

象
か

ら

除
外

す
る

｡

こ

れ

ら
の

漁
場
は

､

住
民
や

ポ

ル

ヘ

無
償
で

留
保
さ

れ

る
｡

+

と

あ

る

よ

う
に

､

住
民

や

王

室
奴
隷
の

既
得
権
を

保
護
し

､

さ

ら

に

同
じ
C

の

第
三

条
に

､

｢

行
政

官
は

ま

た
､

旧

慣
に

倣
い

住
民
や

ボ

ル

に

留
保

さ

れ

る

漁
場
を

従

来
ど
お

り

保
護
す
る

｡

+

と

あ
っ

て
､

行
政

官
の

責
務
を

謳
っ

て

い

卑
｡

し
か

し
､

い
.
ず
れ

の

条
文
に

お

い

て

も

賃
貸
の

対

象
か

ら

除
外

す
る

漁
場
を

明

示
せ

ず
､

ま

た

入

漁
の

慣
習
性
の

厳
密
な

規
定
は

み

ら

れ

な
い

｡

そ

の

う
え

行
政

官
に

よ

る
､

.

住
民

､

王

室

奴
隷
ポ

ル

の

留
保

地

保
護
の

内

容
も

具
体

的
で

は

な

い
｡

そ

れ

と
は

逆
に

､

C

と
F

は

と
も

に
､

賃
貸
の

対

象
と

な
る

ア

ロ

ヨ

､

河

川
､

湖
の

名

を

列
挙
し
て

い

る

(

C

は

前
文

､

F

は

第
二

条
)

｡

つ

ま

り
､

住
.

民

な

ど
へ

留
保
さ

れ

る

漁
場
と

賃
貸
の

対

象
と

な
る

漁
場
と
の

区

別
は

､

後
者
を

具
体

的
に

指
定

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

明

確
と

な
る

｡

こ

の

こ

と

は
､

C

の

第
二

条
に

次
の

よ

う
に

記
さ

れ

て

い

る
｡

｢

行
政

官
は

上

記
の

仝

漁

場
を

ざ
｡

打
｡

C
F
P

p

と

R

S
甘

勺
p

打

呂

賀
へ

賃
貸
す
る

場
所
と

し
て

区

別

す
る

た

め

に
､

役

人

を

派

遣
し

て

杭
を

打
た

ね

ば

な
ら

な
い

｡

+

っ

ま

り
､

賃
貸
の

対

象
と

な
る

漁
場
の

囲
い

込
み

に

よ
っ

て
､

住
民
へ

留
保
さ

れ

る

漁
場
の

区

域
が

明

瞭
と

な
る

の

で

あ

る
｡

こ

ぅ
し
た

人

為
的
区

画
に

よ

っ

て
､

そ

れ

ま
で

曖
昧

で

あ
っ

た

権
利

.

-
無
償
で

入

漁
で

き
る

権
利
と

有
償
で

排
他

的
な

占

有
権
を

行

使

で

き

る

権
利
と

-
が

明

確
と

な
っ

た

と

い

え

よ

う
｡

と
こ

ろ
で

､

そ

の

賃
貸
地

は
､

一

.T

｢

紛

争
を

避
け
る

た

め

に

行
政

官
は

､

漁
師
た

ち

が

賃
貸
さ

成
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れ

る

漁
場
へ

漁
に

来
る

こ

と

を

禁
止

し

な

け
れ

ば

な

ち

な
い

｡

+

(

C

の

第
四

条
)

と

あ

る

よ

う
に

､

賃
貸
の

対

象
と

な

る

漁
場
に

は
､

当

初
か

ら

周

辺

住
民
の

入

漁
が

予
想

さ

れ

た

区

域
も

含
ま

れ

て

い

た
｡

換
言

す

れ

ば
､

賃
貸
の

対

象
と

な

る

漁
場
は

､

入

漁
の

慣
行
が

全
く

み

ら

れ

な
い

漁
場
と

は

限

ら
な

い

の

で

あ
る

｡

入

札
者
も

ま
た

､

漁
獲

を

期

待
で

き

る

漁
場
で

あ

る

か

ら
こ

そ
､

そ

の

占
有
権
の

獲
得
を

望
む
は

ず
で

あ

り
､

そ

う
し

た

漁
場
で

は

周

辺

住
民
の

入

漁
の

実

績
が

あ

っ

た

も
の

と

思
わ

れ

る
｡

賃
貸
の

対

象
と

な

る

漁

場
の

指
定
に

あ
た

っ

て

の

こ

う
し

た

建

前
と

現

実

と
の

矛

盾
は

､

王

国

支

配
下

に

お

い

て

み

ら
れ

た

よ

う

な
､

漁
場
周

辺
の

カ

ン

ボ

ジ

ア

人

雀
民
が

占

有
権
を

転
借
し

た

ヴ

ェ

ト

ナ

ム

入

漁
業
経

営
者
を

襲
撃
す
る

と
い

う

事
件
に

よ

っ

て

顕

(

7
)

在
化
し
た

の

で

あ

る
｡

保
護
領
政

庁

ほ

賃
貸
料
収
入

を

増
加
さ

せ

る

た

め
に

､

賃
貸
の

対

象
と

な

る

漁
場
を

拡
大

す
る

こ

と

が

必

要
で

あ
っ

た
｡

そ

れ

は
､

一

方
で

王

族
や

官
吏
の

俸
禄
地

と

し
て

の

漁
場
を

政
庁

が

直

接
管

理

す
る

こ

と

に

よ

り
､

他

方
で

は

集
落
周

辺
の

漁
場
を

人
為
的
に

区
画

し
て

賃
貸
の

対

象
と

す
る

こ

と

に

よ
っ

て

実

現
し

た
｡

そ
の

帰
結
と

し
て

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

小
生

産
者
的
漁
民

ほ
､

こ

れ

ま
で

以

上
に

慣
行
的
な

入

漁
地

か

ら

排
除
さ

れ

る

こ

と

と

な
っ

た
｡

紹

さ

て
､

保

護
領
政

庁
に

と
っ

て
､

一

賃

貸
制
度
改

革
の

も

う
一

つ

の

課

題
ほ

､

徴
税
請
負
人
=

投
機
者
層
を

競
売
か

ら

排
除
す
る

こ

と
で

あ
っ

た
｡

そ

う

す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

彼
ら
の

転

貸
収
入

分

を

政

庁
の

賃
貸
料
収

入
と

し

て

確
保
で

き
る

ほ

ず
で

あ
っ

た
｡

こ

の

ね

ら
い

が

実
現

さ

れ

た

の

か

香
か

を

検
討
し
ょ

う
｡

ま

ず
､

落
札
の

区
画

単
位
に

つ

い

て

で

あ

る

が
､

契
約
文
書
B

､

D
､

E

は

そ

れ

ぞ

れ

国

王
､

皇
太

子
､

皇
太

后
の

領
地

内
の

漁
場

を

全
て

一

括
し
て

賃
貸
す

る

こ

と

を

明

記
し

て

い

る
｡

ま

た
､

A

は

三

つ

の

領
地

､

即
ち

全

国
土
の

漁
場
の

契
約
文

書
で

あ
る

｡

一

八

八
四

年
度
の

落
札
単
位
に

比
べ

て

明

ら
か

に

広
域
化

し
て

い

る
｡

落
札
者
は

B

と
C

が

先
の

二

人
で

あ

り

〔

両

者
の

関
係
は

不

明
〕

､

A

は

プ

ノ

ン

ペ

ン

在
住
の

吋
F
亡

､

ひ
.

の

只
亡

n

〔

福
建
?
〕

集
団
の

中

フ

ィ

ソ

チ

ャ

ク

団
円

人

法

王
1

n

F

ゴ
P

∫

D

は

C

呂
t

O

ロ

〔

広
東
?
〕

集
団
の

中

国

シ

ソ

ク

ク

ホ

シ

I

人

S

F

T

芦

E

は

プ

ノ

ン

ペ

ン

在

住
の

試
O

S
}

で

為

る
｡

い

ず
れ

も

中
国
人

商
人
と

み

ら

れ
る

｡

こ

れ

ら
の

落
札
者
は

旧

来
ど

お

り

漁
場
占
有
権
の

転
貸
を

前
提
と

し
､

ま

た

保

護
領
政

庁
も

そ

れ

を

容
認

し
た

｡

そ

の

こ

と

ほ

先
に

挙
げ

た
､

F

の

東
七

条
の

末

尾
に

も

記
さ

れ

て

お

り
､

ま

た

C

の

第
五

条
に

は
､

十

貸
借
人
は

､

ア
ロ

ヨ

､

湖
の

転
貸
に

あ

た

っ

て
は

､

旧

慣
､

ヰ

小

一

ー

ー

_
T
.

一

暮

_
,

叫

せ

一

軒
咋

卜

し

封
-



ん
･

`
可

1

ヾ

.

斗

.

葡
小

㌣

｡
･

( 1 1 3) 保護領支配確立期 の カ ン ぎ ジ ア の 内 水 面 漁業

及
び

本

勅
令
の

諸

規
定
に

厳
椿
に

照
ら

し

て

行

う
こ

と
｡

+

と

あ

り
､

さ

ら
に

F

の

第
九

条
に

も
､

｢

賃
借
人

ほ

〔

漁
場
の
〕

独

占

権
の

譲
渡
を

う
け

た

な

ら
ば

､

旧

慣
に

倣
い

､

上

記
の

p
【

声
b
e

n
■粥

を

転
貸
し

､

転
貸
料
を

受
領
す
る

こ

と

が

で

き
る

｡

+

と

あ

る
｡

つ

ま

り
､

保
護
領
政

庁
は

､

九

十

年
代
前
半
ま
で

は

旧

来
の

競

売

制
の

あ

り

方
を

改

革
せ

ず
､

む
し

ろ

競
売

単
位
の

広
域
化
に

よ

っ

て
､

落
札
者
を

よ

り

豊

富
な

資
金

を

も
つ

層
へ

限

定

す
る

結
果

を

も
た

ら
し

た

の

で

あ
る

｡

し

か

も
､

中
国
人

商
人
を

中
心

と

し

た

落
札
者
層

は
､

シ

ン

ジ

ケ

ー

ト

を

結
成
し

､

競
り

値
を

低
く

押
え

(

8
)

る

な
ど

､

仲
間
同

士
で

競
売
を

意
の

ま

ま
に

し
て

い

た

の

で

あ
る

｡

政

庁
は

無
論

､

こ

う
し

た

競
売
制
の

あ

り

方
を

是
認
し
て

い

た

わ

け
で

は

な

く
､

投
機
者
層
を

排
除
す
る

た

め

の

制
度
改
革
を

企

図
し
て

い

た
｡

そ

う
し

た

方

向

に

沿
っ

た

最
初
の

改

革
は

､

一

八

九

九

年
に

実

施
さ

れ

た
｡

そ

の

骨
子

は
､

先
の

フ

ー

レ

の

提
言
ど

お

り
､

競
売
単
位
を

細
分

化
す

る

た

め
に

､

競
売
を

国
内

各
地

の

.
(

9
)

監
制
所
に

お

い

て

分

散
し

て

行
な

う
こ

と

で

あ

っ

た
｡

そ

の

効
果

は

図
1

に

み

ら
れ

る

と

お

り
､

賃
貸
料
収
入
の

増
加

と

な
っ

て

表

わ

れ

た
｡

し

か

し
､

投
機
者
層
が

再
び

結
束
を

強
化

し
､

各
地

の

競
売
に

お

い

て

協
合

し
て

競
り

値
を

下

げ
た

た

め
､

一

九

〇
六

年

に

は

政

庁
の

賃
貸
料
収

入
は

落
ち
込

ん

だ
｡

こ

の

た

め

政

庁
は

一

九

〇
八

年
､

総
括
請
負
人

訂
r

m

首

思
n

今
已

を

廃
止

す

る

旨
の

(

1 0
)

勅
令
を

公

布
し
た

｡

し

か

し
､

そ

の

後
も

投
機
者
層
を

排
除
す
る

た

め
の

具
体

的
な

措
置
は

講
ぜ

ず
､

非
漁
業
者
が

占

有
権
を

落
札

し
､

そ

れ

を

漁
業
生

産
者
へ

転
貸
す
る

と

い

う
構
造

は

不

変
で

あ

(

1 1
)

っ

た
｡

競
売
制
の

も

と

で

は
､

た

と

え

競
売

単
位
を

細
分

化

し
て

も

漁

業
生

産
者

は
､

中

国
人

商
人
ら
の

豊

富
な

資
金

を

有
す
る

層
に

太

刀

打
ち
で

き

な
か

っ

た
｡

競
売
の

原
理
と

し
て

､

競
り

値
を

相

対

的
に

高
く
つ

け
る

者
が

占
有
権
を

落
札
す
る

の

は

当

然
の

結
果
で

あ
っ

た
｡

つ

ま

り
､

保

護
領
政

庁
は

､

排
除
を

め

ざ

し

な
が

ら
も

依
存
せ

ざ
る

を

得
な
い

と
い

う

中
国
人

商
人
を

中

心

と

す
る

投
機

者
層

と
の

関
係
を

突
き

崩

す
こ

と

は

で

き

な

か
っ

た
｡

こ

の

こ

と

は
､

競
売
に

よ

っ

て

賃
貸
料
収

入
の

増
加
を

図

ろ

う
と

す
る

こ

の

制
度
の

必

然
的
帰
結
な

の

で

あ

り
､

ま

た

基

本

的
に

ほ

両

者
の

利

害
関
係
が

一

致
し
て

い

る

こ

と

を

物
語

っ

て

い

る
｡

さ

て
､

徴
税
請
負
人

=

投
機
者
層
の

排
除
こ

そ

で

き

な

か
っ

た

も
の

の

保

護
領
政
庁

は
､

賃
貸
の

対

象
と

な
る

漁
場
を

拡
大

す
る

こ

と
に

よ

っ

て

漁
場
占

有
権
の

賃
貸
料
収

入
の

増
加
を

実

現
し
た

｡

淵
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そ
れ

は
､

漁
場
占
有
権
の

落
札

者
口

中
国
人

商
人

を

中
心
と

し
た

投
機
者
と

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人

を

中
心

と

し
た

企

業
的
漁
業
生

産
者
と

の

間
の

占
有
権
の

転
貸
借
関
係
が

地

域
的
に

拡
大
し

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

小

生

産
者
的
漁
民

ほ

多
く
の

漁
場
か

ら

排
除
さ

れ

る

結
果

を

も
た

ら

し
た

｡

(

1
)

卜
e
O
-

町
e

-

A
d

F
瓜

m

胃
d

､

尽
●

邑
.

.

知
覧

訂
言

訂
h

芸ヽ

､

読

札

言
卦

訂

…

‥
.

p

ワ

聖
じ
八

丁
･
･

い

ー

ー
･

管
見
の

限
り

､

王

国

支

配
期
の

漁
場

制
度
を

解

説
し

て

い

る

の

は

ル

タ

レ

ー

ル

の

こ

の

記

述
の

み

で

あ

る
｡

(

2
)

ト
ひ

革
.

p

勺

+
-
-

○

甲

p

p
.

-

3

-
-

芦
A
y

m
O

已
e

J

朴
t

訂

苧

n
e

-

宅

邑
旨
h

葛

訂

C
白

玉

ど
舟
♪

勺

罵
i

s
-

-

00

試
､

勺
p

●

一
N

い

1
N

h
.

(

3
)

A
当

.

ロ
A
O

巳
.

I

n

争
U
C

巳
ロ
e

-

N

悪
中

一

｢
e
t
t

岩

d
亡

句
○

亡
【

店

2
】

p
U

亡
く
e

l
ロ
e

亡

J

∽

巴
g
O
ロ
･

勺
F
2

0

m
p
e

ロ
F

-

N

T
〔

血

潮

戦
〕

⊥
監
ナ

(

4
)

A
ソ
r

U
A
O
H

声
H

n

d
O
C

E
n
e

-

N

巴
Y

中
､

J
e
t
t

り
e

d

亡

只

岩
-

P

打
○

∋

p
芦

中
ロ

仁
一

l

e

ヨ
岩
r

d
①

T

乱
p

ロ

甲

心

N

首
F

-

加

巴
.

(

5
)

A

ア

ロ
A
C
】

声

H

ロ
d
0
0

已
ロ
e

-

山

蓋
¢

.

J
e
t
t
【

e

n

F

句
○

弓
0
∽

p
亡

G
O
亡

く
e

ヨ
e

∈
1

-

S

巴
喝
O

P

勺
F

ロ
O

m

p
e

ロ

F

-

首
≡
O
t

-

加

加

斗
.

(

6
)

い

ず
れ

も
､

A
宅

.

ロ
A
O

岩
.

H

n

臣
U

C

已
n
O

空
丁

皆
ロ

.

(

7
)

A
宅

-

ロ
A
O

】

声
]

F
d
O

n

已
n
e

-

3
巴
.

J
e

t
t

r
e

d
亡

G
亡

y

甲
∈

G
O

亡

く
e

→

ロ
e

己
･

G
臥

n
m

l

已
(

訂
-

.

1

ロ

争
U

n

已
ロ
e

､

N

首
≡
毘

-

ご
か

.

(

8
)

A
宅

-

ロ
A
O

声
一

己
O
C

F
i

n
e

訟
ご
.

河
p

勺

p
O

ユ
九

F

S
r

舟
○

已
s

P

亡

R
計
己
e

ロ
t

岩
勺
①

コ
e

弓
●

S

已
呵
○

戸

00

首
≡
e
t

-

慧
甲

(

9
)

G
己
e

邑
①

-

尽
●

邑
●

.

勺

ワ

N

N

O

-
N

N

-

.

(

1 0
)

勺
瓜

江
-

-

O
t

､

息
〉

.

h

恵
.

､

勺
p
.

-

-

¢

-
-

N

-
.

(

1 1
)

A

宅
.

ロ
A
O
】

声

Ⅰ

口

早
じ

已
-
i

ロ
①

こ

冒
巴
､

J
e

t

汀
0

争
レ

G
亡

¥

N

朗β

首
i

-
-

e

t

-

空
か

.

尽
･

邑
･

挿
p

胃
○

ユ

き
一

群
爪

巴

計
口
什

害
勺
血

畏
0

弓

p
亡

G
O
仁

く
e
r

ロ
0

弓

G
瓜

日

野
巴

仁
0

-
､

l

n
仁

○
口

已
ロ

♪

恥

p

弓
i

-

【

¢

-

P

む

す
び
■

に

か

え

て

こ

の

よ

う
に

､

フ

ラ

ン

ス

の

保
護
領
収

奪
の

強
化

､

商
業
的

漁

業
の

発
展
と
い

ゝ

㌢

状
況
の

も

と
で

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

の

内

水

面
漁
業

は

生

産
､

流
通

､

金

融
の

各
分

野
､

及
び

漁
場
の

権
利
関
係
に

お

い

て

異
民

族
が

支

配
的
地

位
を

占
め

､

カ

ン

ボ

ジ

ア

人
の

小

生

産

者
的

漁
業
は

駆
逐
さ

れ
､

衰
退

し
た
の

で

あ
っ

た
｡

と
こ

ろ

で
､

こ

う

し
た

傾
向
は

内
水

面

漁
業
に

限
ら

■
れ

た

こ

と

で

は

な
か
っ

た
｡

フ

ラ

ン

ス

の

経
済
政

策
1
就
中

､

粗
税
や

夫

役

の

金

納
固
定
化

汁

塩
の

専
売
化

及
び

コ

ー

チ

シ

ナ

と
の

通

商
上

の

一

体

化
た

伴
う

貿
易
の

拡
大

1
は

､

農
村
へ

の

貨
幣
経

済
の

浸
透

を

促
進
し

た
｡

こ

の

過

超
で

中
国
人

を

ほ

じ

め
マ

レ

ー

人
､

ヴ
ェ

ト

ナ

ム

人

な

ど

異
民

族
の

商
人

に

よ

る

農
村
の

金

融
､

流
通

支

配

が

す

す
ん

だ
｡

カ

ン

ボ

ジ

ア

人

魚
民

は

そ

の

小
生

産
者
的
基

礎
を

失
い

､

こ

れ

ち

商
人
の

債
務
奴
隷
へ

転
落
す
る

ケ

ー

ス

が

増
加
し

た
｡

こ

の

よ

う

な
カ

ン

ボ

ジ

ア

農
村
の

経
済
構
造
は

保

護
領
期
を

通
じ

て

変
わ

る

こ

と
が

な

か
っ

た
｡

(

一

橋
大

学

助

手
)

)
払

ー

.

i
T
. J

F

.

ト

せ

r

伊
や

､

■や




