
地
形
に
支
え
ら
れ
た
漁
業

氷
見
の
沖
合
に
は
、
大
陸
棚
が
５
〜

６
km
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

富
山
湾
は
日
本
で
も
っ
と
も
深
い
湾
の

一
つ
で
、
大
陸
棚
か
ら
湾
底
ま
で
一
気

に
深
く
な
る
海
底
谷

か
い
て
い
こ
く

が
多
く
見
ら
れ
ま

す
。
こ
の
海
底
谷
か
ら
大
陸
棚
に
か
け

て
の
谷
頭

た
に
が
し
ら

に
季
節
ご
と
に
回
遊
し
て
く

る
魚
を
捕
ろ
う
と
、
そ
の
地
形
を
利
用

し
て
、
定
置
網
を
設
置
す
る
漁
業
が
盛

ん
に
な
っ
た
の
で
す
。

１
９
０
１
年
︵
明
治
34
︶
に
制
定
さ

れ
た
漁
業
法
で
﹁
定
置
網
﹂
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
る
ま
で
、
富
山
湾
沿
岸

で
は
﹁
台
網

だ
い
あ
み

﹂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

定
置
網
漁
法
と
い
う
と
、
そ
の
海
域

に
い
る
魚
を
一
網
打
尽
に
し
て
し
ま
う

巻
網
漁
法
と
は
対
極
的
で
﹁
資
源
管
理

型
漁
業
﹂
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
最
初
か

ら
そ
れ
を
目
的
に
し
て
い
た
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ブ
リ
は
障
害
物
を
感
じ
る
と
、
そ
れ

に
沿
っ
て
泳
ぐ
習
性
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
習
性
を
利
用
し
た
の
が
定
置
網
。

垣
網

か
き
あ
み

に
沿
っ
て
移
動
し
て
、
い
っ
た
ん

身
網

み
あ
み

に
入
っ
た
ブ
リ
も
、
賢
い
や
つ
は

脱
出
し
て
し
ま
う
。
漁
師
の
経
験
則
か

ら
い
え
ば
、
歩
留
ま
り
は
３
割
弱
で
す
。

歩
留
ま
り
が
悪
い
か
ら
こ
そ
、
定
置

網
漁
法
は
結
果
的
に
資
源
管
理
に
つ
な

が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

氷
見
で
は
、
中
世
末
期
か
ら
台
網
漁

法
が
行
な
わ
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
資
料
と
し
て
現
存
す
る
の

は
江
戸
初
期
の
文
書
。
こ
の
１
６
１
５

年
︵
元
和
元
︶
の
文
書
に
は
、
前
年

︵
慶
長
19
︶
に
﹁
夏
網
﹂、
つ
ま
り
マ
グ

ロ
を
捕
る
た
め
の
網
が
下
ろ
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ブ
リ
網
は
﹁
秋
網
﹂
と
呼
ば
れ
、
１

６
１
８
年
︵
元
和
４
︶
の
記
録
に
、
秋

網
下
ろ
し
の
許
可
と
営
業
税
と
し
て
運

上
銀
納
付
の
旨
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

資
料
が
残
っ
た
理
由
は
、
﹁
後
世
の

人
の
た
め
﹂
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
多

く
は
ト
ラ
ブ
ル
回
避
の
た
め
で
し
た
。

漁
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
諍

い
さ
か

い
が
起
き

る
と
、
加
賀
藩
で
は
昔
の
文
書
を
要
求

し
ま
し
た
。
文
書
は
網
を
申
請
す
る
た

め
の
添
え
状
に
つ
け
る
た
め
に
残
る
場

合
も
あ
る
ん
で
す
が
、
た
い
て
い
は
い

ざ
と
な
っ
た
ら
﹁
う
ち
は
い
つ
い
つ
か

ら
、
こ
う
い
う
よ
う
に
網
を
下
ろ
し
て

漁
を
し
て
い
ま
す
﹂
と
自
分
の
正
し
さ

を
証
明
す
る
論
拠
に
す
る
た
め
に
残
っ

た
ん
で
す
。

厳
密
に
い
え
ば
異
論
も
あ
る
で
し
ょ

う
が
、
当
時
は
地
主
が
網
株
を
持
っ
て

網
元
と
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
記
録

も
多
く
は
地
主
の
家
に
残
っ
て
い
ま
す
。

サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
だ
っ
た

網
の
素
材

で
は
１
６
０
０
年
代
の
台
網
と
は
、

26
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漁師が育んだ氷見の歴史

小境卓治
こさかいたくじ

富山県氷見市立博物館館長

1951年富山県生まれ。1975年立命館大学産業社会
学部卒業。1979年富山県氷見市教育委員会学芸員。
1981年富山県氷見市立博物館学芸員を経て現職。
主に民俗分野を研究。越中と能登をフィールドとし
て定置網の歴史や漁業習俗のほか、漁村の祭礼と年
中行事に関する調査と研究に従事する。

主な共著に『氷見の民俗』（氷見市教育委員会 1991）、
『氷見のさかな』（氷見市教育委員会 1997）ほか。

寒ブリ人気で近年にわかに脚光を浴びている

富山県氷見市。ここで中世末期から行なわれ

てきた定置網漁は、水産資源を捕り尽くすこ

とのないサスティナブルな漁法としても注目

されている。氷見市立博物館長・小境卓治さ

んに、伝統的な定置網漁と身近な天然素材を

無駄なく利用した昔の漁民の知恵についてお

話をうかがった。
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ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
残
念
な
が

ら
、
そ
の
資
料
は
残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

富
山
湾
内
の
網
の
形
に
関
す
る
も
っ

と
も
古
い
資
料
は
、
１
７
８
５
年
︵
天

明
５
︶
の
﹃
越
中
魚
津
浦
猟
業
図
会

全
﹄
で
、
台
網
は
垣
網
と
身
網
か
ら
な

り
、
藁
で
で
き
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

藁
と
い
う
の
は
と
て
も
利
用
価
値
が

高
く
、
面
白
い
素
材
で
す
。
編
め
ば
縄

に
も
草
履

ぞ
う
り

や
草
鞋

わ
ら
じ

に
も
な
る
し
、
織
れ

ば
筵

む
し
ろ

に
も
な
る
。
履
物
に
も
敷
物
に
も

な
る
わ
け
で
す
。
な
お
か
つ
、
毎
年
供

給
可
能
で
容
易
に
手
に
入
る
。

か
つ
て
の
ブ
リ
漁
は
、
毎
年
10
月
15

日
に
網
を
入
れ
、
翌
年
の
１
月
中
旬
に

な
る
と
﹁
春
網
﹂
と
呼
ば
れ
る
イ
ワ
シ

用
の
網
に
切
り
替
え
て
い
ま
し
た
。

切
り
替
え
と
い
っ
て
も
、
古
い
藁
網

を
切
っ
て
海
に
落
と
す
だ
け
で
す
。
網

が
流
さ
れ
な
い
よ
う
に
米
俵
や
空
俵
に

砂
利
を
詰
め
た
重
石
も
、
縄
を
切
っ
て

海
に
落
と
し
ま
し
た
。

藁
は
有
機
質
で
す
か
ら
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
も
海
草
も
つ
く
。
そ
れ
を
食
べ
に
小

魚
が
、
ま
た
、
よ
り
大
き
な
魚
も
集
ま

っ
て
く
る
。

藁
縄
づ
く
り
は
、
農
閑
期
の
百
姓
の

駄
賃
仕
事
で
し
た
。
冬
場
に
つ
く
っ
た

縄
を
百
姓
が
漁
師
に
売
り
、
漁
師
は
そ

れ
を
使
っ
て
網
を
編
む
の
で
す
。

網
の
目
で
い
う
と
、
一
番
細
か
い
の

は
身
網
の
魚
捕
り
に
使
う
織
り
網
で
、

網
代
に
編
ん
で
い
ま
し
た
。

垣
網
は
１
尺
目
、
は
す
目
か
ら
沖
に
行

く
と
５
尺
目
ぐ
ら
い
。
５
尺
と
い
う
の

は
、
だ
い
た
い
人
間
の
背
丈
と
同
じ
。

魚
の
進
路
を
止
め
る
だ
け
な
の
で
、
粗

く
て
構
わ
な
い
の
で
す
。

１
９
０
７
年
︵
明
治
40
︶
に
﹁
日
高

式
大
敷
網
﹂
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、

垣
網
に
は
従
来
ど
お
り
藁
網
を
使
い
ま

し
た
が
、
魚
を
捕
ら
え
る
袋
状
の
身
網

に
は
綿
糸
網
と
麻
網
が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

昔
の
人
は
﹁
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
か

ら
﹂
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
け
れ
ど
、

身
近
な
藁
を
本
当
に
う
ま
く
使
っ
て
い

た
。
藁
は
、
時
間
を
か
け
て
腐
り
ま
す
。

つ
ま
り
海
中
に
沈
ん
で
も
何
も
増
や
さ

な
い
し
、
何
も
減
ら
さ
な
い
。
こ
れ
が

す
ご
い
で
す
ね
。
綿
糸
の
網
と
い
う
の

は
当
然
工
場
生
産
品
。
買
う
わ
け
で
す
。

大
量
に
買
う
に
は
資
金
が
い
る
。
そ
れ

で
、
長
持
ち
さ
せ
た
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
る
。

ま
た
、
そ
の
ま
ま
使
う
と
綿
糸
網
は

弱
い
。
水
さ
ば
き
が
悪
い
。
ど
う
し
た

か
と
い
う
と
、
撥
水
効
果
の
あ
る
柿
渋

で
染
め
ま
し
た
。
農
家
で
は
柿
渋
専
用

の
柿
を
植
え
、
お
盆
が
す
ぎ
る
と
熟
す

る
前
の
青
い
柿
を
持
っ
て
漁
師
の
家
に

売
り
に
行
っ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
そ

れ
も
、
や
が
て
コ
ー
ル
タ
ー
ル
で
代
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

綿
糸
網
は
長
持
ち
さ
せ
な
く
て
は
な

ら
な
い
か
ら
、
春
、
夏
、
秋
と
三
季
の

定
め
ら
れ
た
漁
期
が
終
わ
る
と
、
一
網

ご
と
に
滑
車
で
上
げ
て
乾
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
ま
ま
置
い
て
お
く
と
、
蒸
れ

て
繊
維
が
も
ろ
く
な
る
の
で
す
。

浮
子

う
き

に
は
、
ロ
ク
ハ
ン
と
呼
ば
れ
る

杉
の
丸
太
材
を
四
つ
割
り
に
し
た
も
の

を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
両
端
に
切
り
込

み
を
入
れ
て
縄
を
巻
き
、
数
百
ｍ
伸
ば

す
ん
で
す
。
伸
ば
し
た
縄
に
網
を
吊
し

て
い
く
。
夏
の
シ
ブ
網
︵
マ
グ
ロ
網
︶

に
は
、
桐
ア
バ
と
呼
ば
れ
る
桐
材
で
つ

く
っ
た
浮
子
も
使
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
が
﹁
日
高
式
大
敷
網
﹂
を
導
入

す
る
に
あ
た
り
、
孟
宗
竹
を
束
ね
て
使

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
水
圧
で
節
が
抜

け
た
ら
、
桟
橋
な
ど
に
転
用
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
ビ
ン
玉
と
呼
ば
れ
る
ガ
ラ

ス
玉
製
の
浮
子
も
使
わ
れ
ま
し
た
。
周

囲
を
藁
縄
で
覆
っ
て
緩
衝
材
に
し
て
、

１
つ
で
は
な
く
連
結
し
て
使
う
こ
と
が

多
か
っ
た
。
氷
見
で
ビ
ン
玉
が
使
わ
れ

始
め
た
の
は
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
で
す

が
、
そ
れ
は
ガ
ラ
ス
玉
の
破
損
を
懸
念

し
た
ほ
か
、
﹁
ガ
ラ
ス
に
反
射
す
る
光

を
魚
が
嫌
う
の
で
は
な
い
か
﹂
と
恐
れ

た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

初
め
は
ビ
ン
玉
を
黒
く
塗
っ
て
使
っ
た

り
し
て
い
ま
し
た
。
ビ
ン
玉
利
用
は
、

昭
和
30
年
代
ま
で
続
き
ま
す
。

今
は
み
ん
な
Ｆ
Ｒ
Ｐ
（
繊
維
強
化
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
）
に
な
り
ま
し
た
が
、
昔
の
秋
網

の
網
取
り
船
は
ド
ブ
ネ
︵
胴
船
︶
で
し

た
。
材
料
は
ほ
と
ん
ど
杉
で
、
ロ
ー
プ

で
擦
れ
る
箇
所
に
は
摩
擦
に
強
い
ア
テ

と
呼
ば
れ
る
あ
す
な
ろ
の
木
を
使
い
ま

26ページ：塩ブリを入れて運んだブリ籠。
27ページ、右から織り網、ドブネ、大敷網の
敷設模型。織り網は、魚が入る身網の部分に
用いられ、指が入るぐらいの細かい目で編ま
れた。ドブネは、胴部分の断面が四角いこと
から「箱船」とも呼ばれ、大きなものは「ド
ブネ１ぱい、家１軒」といわれるほど高価な
ものであった。模型は改良された「越中式鰤
落とし網」のもの。



獲
高
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ
と
か
ら
、

氷
見
で
は
今
で
も
大
型
定
置
網
を
﹁
大

敷
﹂
と
呼
び
、
三
季
網
の
内
、
秋
網
を

﹁
大
敷
網
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

魚
の
味
噌
汁
﹁
カ
ブ
ス
汁
﹂

網
に
は
設
計
者
が
必
要
で
す
。
氷
見

で
は
、
網
の
設
計
を
や
る
人
間
を
﹁
大

船
頭
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
は
網

の
現
場
の
総
責
任
者
な
ん
で
す
。
網
元

は
資
本
家
で
経
営
を
担
当
し
ま
す
が
、

現
場
で
は
一
切
口
出
し
を
し
ま
せ
ん
。

大
船
頭
に
は
、
網
に
対
す
る
抜
群
の

知
識
、
経
験
、
も
う
一
つ
は
彼
に
な
ら

つ
い
て
行
く
と
い
う
人
徳
が
求
め
ら
れ

た
。
横
綱
と
一
緒
で
す
。

大
船
頭
の
下
に
は
副
船
頭
と
小
船
頭
。

船
に
は
13
人
ほ
ど
乗
っ
て
い
た
。
大
敷

網
に
な
る
と
10
杯
で
１
網
、
つ
ま
り
総

勢
１
３
０
人
ほ
ど
で
漁
を
行
な
っ
て
い

ま
し
た
。

漁
師
は
丸
弁
当
と
い
う
檜

ひ
の
き

の
わ
っ
ぱ

に
チ
ャ
ン
バ
チ
と
呼
ば
れ
る
丼
鉢
を
入

れ
、
中
蓋
に
ご
飯
を
５
合
〜
７
合
入
れ

て
家
を
出
ま
し
た
。
漁
が
終
わ
っ
た
あ

と
、
ア
カ
マ
ノ
リ
と
呼
ば
れ
る
会
計
責

任
者
が
﹁
今
日
は
こ
の
魚
で
オ
ツ
ケ
に

せ
ん
ま
い
か
﹂
と
言
う
と
、
若
い
衆
が

で
っ
か
い
鍋
で
魚
の
味
噌
汁
を
つ
く
る

わ
け
で
す
。
そ
れ
を
丼
鉢
に
入
れ
て
も

ら
い
、
お
か
ず
に
し
ま
す
。

お
か
ず
は
３
６
５
日
決
ま
っ
て
刺
身

と
汁
、
こ
れ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
汁
は

漁
師
汁
と
か
カ
ブ
ス
汁
と
か
呼
ば
れ
ま

す
。
以
前
は
、
漁
に
出
た
ら
朝
と
昼
の

２
回
食
事
を
し
ま
し
た
。

明
治
に
入
る
と
、
網
は
個
人
所
有
か

ら
問
屋
資
本
に
変
っ
て
い
き
ま
す
。
問

屋
に
な
っ
た
の
は
味
噌
屋
や
醤
油
屋
が

多
か
っ
た
。
﹁
日
高
式
大
敷
網
﹂
を
最

初
に
導
入
し
た
の
も
醤
油
屋
さ
ん
で
す
。

し
か
し
、
も
し
か
す
る
と
網
元
が
味

噌
屋
や
醤
油
屋
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
１
３

０
人
の
人
間
に
味
噌
汁
を
毎
日
２
食
食

べ
さ
せ
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
自
分
の

と
こ
ろ
で
つ
く
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と

い
う
話
に
な
っ
て
も
不
思
議
じ
ゃ
な
い
。

ブ
リ
の
産
地
と
は
い
え
、
氷
見
の
庶

民
が
ブ
リ
を
普
通
に
食
べ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
ご
く
近
年
の
こ
と
で
す
。

明
治
の
終
わ
り
か
ら
大
正
、
昭
和
の

初
め
に
か
け
て
生
ま
れ
た
人
か
ら
聞
き

取
り
調
査
を
し
た
ら
、
や
は
り
み
ん
な

﹁
ブ
リ
が
食
卓
に
上
が
る
こ
と
は
め
っ

た
に
な
か
っ
た
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

私
も
子
供
の
こ
ろ
に
ブ
リ
を
食
べ
た
記

憶
は
あ
ま
り
な
く
、
正
月
の
雑
煮
に
ブ

リ
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

漁
業
も
変
わ
る

実
は
氷
見
の
漁
師
に
と
っ
て
、
給
料

は
昔
か
ら
イ
ワ
シ
。
ブ
リ
は
冬
の
ボ
ー

ナ
ス
、
マ
グ
ロ
は
夏
の
ボ
ー
ナ
ス
で
す
。

昔
は
給
料
は
歩
合
制
で
、
小
船
頭
、

ト
モ
櫓
を
漕
ぐ
ト
モ
ト
リ
、
船
首
に
乗

28

し
た
。
つ
ま
り
、
ア
テ
は
摩
擦
に
強
い
。

そ
の
こ
と
を
経
験
則
で
知
っ
て
い
た
ん

で
す
。
漁
場
ご
と
に
そ
う
い
う
知
識
の

あ
る
船
大
工
が
い
て
、
僕
ら
に
は
わ
か

ら
な
い
け
れ
ど
、
彼
ら
は
山
に
入
れ
ば

﹁
宝
の
山
﹂
と
思
う
わ
け
で
す
。

木
造
船
は
修
理
が
き
き
ま
す
し
、
船

と
し
て
の
役
目
を
終
え
た
あ
と
の
再
利

用
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

ロ
ク
ハ
ン
や
孟
宗
竹
は
古
く
な
っ
た

ら
燃
料
に
し
て
、
残
っ
た
灰
は
田
ん
ぼ

に
撒
い
た
り
、
ワ
ラ
ビ
や
ゼ
ン
マ
イ
の

灰
汁
抜
き
に
使
っ
た
り
、
石
鹸
が
な
い

時
代
は
灰
で
オ
シ
メ
を
洗
っ
た
り
し
ま

し
た
。

身
近
に
あ
る
も
の
を
う
ま
く
生
か
す
。

再
利
用
し
て
、
最
後
も
う
ま
く
処
理
し

て
い
た
の
で
す
か
ら
、
そ
こ
の
と
こ
ろ

は
、
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。

台
網
の
変
遷

１
９
０
７
年
︵
明
治
40
︶
の
日
高
式

大
敷
網
導
入
が
、
定
置
網
発
展
の
転
機

と
な
り
ま
し
た
。
宮
崎
県
で
大
漁
を
続

け
て
い
た
こ
の
網
を
、
氷
見
も
取
り
入

れ
た
の
で
す
。

台
網
に
比
べ
て
占
有
水
面
が
か
な
り

広
い
と
い
わ
れ
た
﹁
麻
苧

あ
さ
お

台
網

だ
い
あ
み

﹂
︵
金

網
︶
の
仕
込
み
費
用
が
２
５
０
０
円
だ

っ
た
の
に
対
し
、
﹁
日
高
式
大
敷
網
﹂

は
仕
込
み
に
３
万
円
も
か
か
っ
た
と
い

い
ま
す
か
ら
、
か
な
り
大
規
模
で
資
本

が
な
い
と
導
入
で
き
な
か
っ
た
網
で
す
。

し
か
し
、
導
入
直
後
で
あ
る
１
９
０

８
年
︵
明
治
41
︶
２
月
の
決
算
額
は
10

万
７
０
０
０
円
。
米
１
俵
が
10
円
の
時

代
で
す
か
ら
、
い
き
な
り
と
ん
で
も
な

い
利
益
が
出
た
わ
け
で
す
。

こ
の
噂
は
た
ち
ま
ち
近
隣
に
伝
わ
り
、

翌
年
に
は
灘
浦
地
先
で
は
前
網
と
樽
水
、

氷
見
浦
地
先
で
は
茂
淵
と
岸
網
な
ど
の

ほ
か
、
富
山
湾
沿
岸
で
は
合
わ
せ
て
25

カ
統

か
と
う

に
こ
の
網
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
年
の
11
月
27
日
に
は
、
も
の
す

ご
い
大
漁
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

氷
見
沖
の
唐
島
の
沖
の
網
に
ブ
リ
が
４

万
本
入
っ
た
ん
で
す
。
﹁
１
斗
ブ
リ
﹂

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
ブ
リ
１
本
と

米
１
斗
が
等
価
交
換
さ
れ
た
時
代
。
１

斗
は
米
俵
で
４
分
の
１
俵
で
す
か
ら
、

１
日
で
米
１
万
俵
分
が
網
に
入
っ
た
計

算
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
豊
漁
は
何
年
か
続
き
ま
し

た
が
、
日
高
式
大
敷
網
は
網
口
が
大
き

く
開
い
て
い
て
、
回
遊
し
て
き
た
魚
が

入
り
や
す
い
反
面
、
身
網
に
入
っ
た
魚

が
逃
げ
や
す
か
っ
た
た
め
、
よ
り
大
規

模
で
身
網
を
横
長
の
楕
円
形
に
し
た

﹁
上
野
式

う
え
の
し
き

大
謀
網

だ
い
ぼ
う
あ
み

﹂
に
改
良
さ
れ
ま
し

た
。昭

和
初
期
に
は
、
身
網
の
前
に
﹁
チ

ョ
ウ
シ
前
﹂
と
身
網
の
中
に
﹁
返
し
網
﹂

を
設
け
て
、
い
っ
た
ん
身
網
に
入
っ
た

魚
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
﹁
越

中
式
鰤
落
と
し
網
﹂
が
考
案
さ
れ
ま
し

た
。﹁

日
高
式
大
敷
網
﹂
の
導
入
で
、
漁

富山県氷見市博物館には、魚豪に関する
古文書や昔の道具が、系統的に展示され
ている。大切な歴史遺産は、越中ブリの
産地としての伝統が後世に伝えられるた
めに生かされている。



る
オ
モ
テ
な
ど
に
は
役
付
手
当
が
つ
き

ま
し
た
。

氷
見
は
銀
の
流
通
圏
で
し
た
か
ら
、

北
前
船
で
大
阪
と
取
引
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
北
前
船
に
は
ブ
リ
は
ほ
と
ん
ど

乗
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
船

で
運
ば
れ
た
の
は
、
主
に
藁
製
品
と
肥

料
。
肥
料
は
イ
ワ
シ
で
、
古
く
は
干
加

ほ
し
か

、

明
治
後
期
か
ら
大
正
に
か
け
て
は
〆
粕

し
め
か
す

で
し
た
。
浜
で
干
し
た
イ
ワ
シ
が
干
加
、

茹
で
こ
ぼ
し
て
圧
搾
し
て
か
ら
干
し
た

も
の
が
〆
粕
で
す
。

船
は
木
造
船
の
ド
ブ
ネ
か
ら
19
ｔ
規

模
の
Ｆ
Ｒ
Ｐ
製
に
な
り
、
艤
装

ぎ
そ
う

を
入
れ

て
１
億
円
は
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ

う
か
。
網
の
値
段
も
億
単
位
で
す
。
し

か
も
古
く
な
っ
て
処
分
を
す
る
と
き
も

お
金
が
か
か
り
ま
す
か
ら
、
昔
と
は
何

も
か
も
大
き
く
違
っ
て
い
ま
す
。

綿
糸
網
の
こ
ろ
は
劣
化
し
た
網
は
小

網
に
回
し
た
り
し
て
い
た
け
れ
ど
、
今
、

化
繊
の
網
を
入
れ
換
え
よ
う
と
し
た
ら
、

産
廃
業
者
を
呼
ん
で
、
そ
の
処
分
に
も

大
変
な
金
額
が
か
か
り
ま
す
。

網
元
と
い
う
言
葉
も
、
も
う
使
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
今
は
地
域
の
人
が
資
金

を
出
し
合
っ
て
漁
業
組
合
を
つ
く
り
、

何
株
持
っ
て
い
て
も
み
ん
な
同
じ
組
合

員
で
す
。
た
だ
、
リ
ス
ク
を
分
散
す
る

た
め
に
一
人
で
持
て
る
株
数
を
制
限
し

た
り
、
よ
そ
の
土
地
の
人
に
は
譲
渡
で

き
な
い
仕
組
み
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
給
料
制
で
す
の
で
、
魚
が
捕

れ
よ
う
が
捕
れ
ま
い
が
給
料
が
出
ま
す
。
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最
後
に
決
算
を
し
て
水
揚
げ
が
良
か
っ

た
ら
割
増
が
出
ま
す
。
昔
は
不
漁
だ
っ

た
ら
魚
を
も
ら
う
だ
け
の
現
物
支
給
で

し
た
。
カ
ブ
ス
汁
の
カ
ブ
ス
と
い
う
の

は
現
物
供
与
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
よ
。

ブ
リ
の
価
値

ド
ブ
ネ
１
杯
に
積
め
る
量
は
、
ブ
リ

１
０
０
０
本
。
10
杯
の
船
全
部
に
積
ん

だ
ら
１
万
本
で
、
こ
れ
が
大
漁
で
す
。

氷
見
で
は
、
こ
こ
で
初
め
て
大
漁
旗
を

掲
げ
ま
し
た
。
ち
な
み
に
大
漁
旗
を
揚

げ
る
の
は
ブ
リ
漁
だ
け
。
他
の
魚
の
と

き
は
揚
げ
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、
面
白
い
こ
と
に
ブ
リ
は

１
本
い
く
ら
で
は
な
く
、
キ
ロ
単
位
で

値
段
が
つ
き
ま
す
。
ブ
リ
は
、
や
は
り

特
別
な
ん
で
す
ね
。

ブ
リ
が
昔
か
ら
価
値
の
あ
る
魚
だ
っ

た
こ
と
は
、
１
５
９
５
年
︵
文
禄
４
︶

の
塩
鰤
上
納
申
付
け
状
で
も
わ
か
り
ま

す
。豊

臣
政
権
の
大
番
頭
と
し
て
伏
見
に

い
た
前
田
利
家
の
意
を
受
け
た
加
賀
藩

の
重
臣
ら
か
ら
の
書
状
で
、
﹁
ブ
リ
を

17
本
、
背
刀
を
入
れ
辛
塩
に
し
、
早
く

送
れ
﹂
と
い
う
内
容
で
す
。

氷
見
か
ら
京
都
ま
で
は
、
多
分
早
馬

に
乗
せ
て
運
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
通
し
で
行
け
ば
３
〜
４
日
、
荷

継
ぎ
を
し
な
が
ら
だ
っ
た
ら
も
う
少
し

か
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

当
時
ブ
リ
は
加
賀
藩
の
統
制
品
で
し

た
か
ら
、
勝
手
に
送
っ
た
り
は
で
き
ま

せ
ん
。
高
岡
を
経
由
し
て
、
金
沢
の
加

賀
藩
ま
で
ブ
リ
を
送
る
こ
と
を
﹁
ブ
リ

御
用
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

加
賀
藩
の
御
用
が
済
む
と
、
あ
る
日

﹁
ひ
ら
売
り
﹂
の
許
可
が
出
さ
れ
ま
す
。

ひ
ら
売
り
と
は
自
由
販
売
の
こ
と
で
、

氷
見
町
の
町
役
人
が
１
８
２
７
年
︵
文

政
10
︶
か
ら
１
８
５
９
年
︵
安
政
６
︶

に
か
け
て
記
し
た
﹃
応
饗
雑
記
﹄
に
は
、

﹁
本
日
ひ
ら
売
り
を
仰
せ
つ
か
っ
た
﹂

と
い
う
記
述
が
何
度
も
出
て
き
ま
す
。

飛
騨
高
山
辺
り
で
は
、
年
取
り
魚
と

し
て
ブ
リ
を
非
常
に
珍
重
し
ま
し
た
。

飛
騨
へ
送
る
ブ
リ
は
塩
蔵
で
、
１
本
あ

た
り
に
塩
を
１
升
か
ら
１
升
３
合
も
使

っ
た
と
い
い
ま
す
。
飛
騨
で
は
そ
の
塩

も
大
切
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

塩
ブ
リ
は
12
月
25
日
ま
で
に
飛
騨
の

問
屋
に
送
ら
れ
、
仕
分
け
し
て
か
ら
再

び
各
地
に
送
ら
れ
ま
し
た
。
籠
は
使
い

捨
て
で
、
真
竹
の
身
を
使
っ
た
雑
な
つ

く
り
で
す
。
ち
な
み
に
イ
ワ
シ
を
入
れ

る
籠
は
何
度
も
使
う
の
で
、
丈
夫
な
真

竹
の
皮
で
、
丁
寧
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

と
こ
ろ
で
飛
騨
に
送
る
塩
ブ
リ
は
近

世
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
証
明
す
る
資
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
世
を
風
靡
し
た
塩
ブ
リ
も
、
現
在
で

は
つ
く
っ
て
い
る
の
は
富
山
県
・
魚
津

の
与
八
水
産
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

氷
見
で
は
娘
が
嫁
い
だ
最
初
の
年
は
、

嫁
ぎ
先
に
﹁
ツ
ケ
ト
ド
ケ
﹂
と
い
っ
て

歳
暮
ブ
リ
を
送
る
風
習
が
あ
っ
て
、
今

で
も
続
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
10
kg
ぐ
ら
い
の
ブ
リ
を
使

い
ま
す
が
、
年
に
よ
っ
て
は
20
万
円
以

上
し
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
も
ら
っ
た
ほ

う
も
大
変
で
す
ね
。

氷
見
に
は
、
こ
ん
な
言
葉
が
あ
り
ま

す
。

﹁
生
で
食
う
か
、
焼
い
て
食
う
か
、
放

る
代
わ
り
に
煮
て
食
う
か
﹂

何
と
い
っ
て
も
、
魚
は
刺
身
。
生
で

食
べ
る
こ
と
を
よ
し
と
し
た
背
景
に
は
、

季
節
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
魚
が
闊
沢
に

回
遊
し
て
く
る
、
と
い
う
条
件
が
あ
り

ま
し
た
。
魚
も
野
菜
も
そ
れ
ぞ
れ
に
旬

が
あ
り
、
季
節
の
も
の
を
生
か
、
あ
る

い
は
あ
ま
り
手
を
か
け
な
い
で
食
べ
る

の
が
一
番
う
ま
い
で
す
ね
。

ブリ漁期も終わりを向かえようとする２月に、氷見漁協を見
学させていただいた。獲物を載せた船が続々と帰港し、手際
よく、競りにかけられていく。




