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富
山
和
子
「
水
の
文
化
」
と
は
何
か

第
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回
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富 山 和 子 氏
評論家・立正大学教授・日本福祉大学客員教授

早稲田大学文学部卒業。自然環境保全審議会委員、

中央森林審議会委員、河川審議会専門委員、海洋開

発審議会委員、中央公害対策審議会委員、林政審議

会委員、食料・農業・農村基本問題調査会委員。環

境庁「名水百選」選定委員など歴任。「富山和子が

つくる日本の米カレンダー、水田は文化と環境を守

る」を主宰。主な著書に『水と緑と土』（中公新書）、

『水の文化史』（文藝春秋）、『日本の米』（中公新書）、

『川は生きている』（講談社、第26回産経児童出版文

化賞）、『道は生きている』（講談社）、『お米は生き

ている』（講談社、第43回産経児童出版文化賞大賞）、

『水と緑の国　日本』（講談社）、『環境問題とは何か』

（PHP新書）などがある。

三
津
七
湊
と
越
中
岩
瀬

「
京
の
文
化
は
日
本
海
文
化
で
あ
る
」
と
し
て
、

私
が
日
本
海
文
化
論
を
世
に
問
う
た
の
は
一
九
七

九
年
、
雑
誌
『
文
芸
春
秋
』
誌
上
に
『
水
の
文
化

史
』
を
連
載
し
て
の
こ
と
で
し
た
。

日
本
列
島
を
水
系
で
と
ら
え
、
水
と
土
の
文
化

で
あ
る
米
。
そ
の
米
作
り
を
経
済
基
盤
と
す
る
日

本
人
の
歴
史
を
国
土
の
上
に
眺
め
る
と
き
、
雪
の

意
味
、
土
壌
の
意
味
、
海
流
と
対
岸
と
の
関
係
な

ど
明
快
に
見
え
て
き
て
、
私
は
自
分
が
交
通
の
研

米
騒
動
も
売
薬
も
、
海
に
つ
な
が
る

オ
ホ
ー
ツ
ク
、
シ
ベ
リ
ア
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
へ
と
広
が
る

越
中
商
人
の
壮
大
な
開
拓
物
語

北
前
船
か
ら
北
洋
漁
業
へ
―
富
山
『
バ
イ
船
文
化
研
究
会
』
が
見
た
大
日
本
海
時
代

―
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北前船から北洋漁業へ

畠 山 道 行 氏
バイ船文化研究会代表理事

五大家のひとつ畠山家出身。畠山ホームクリニック

院長。バイ船文化研究会での様々な研究活動や執筆

のほか、短歌の同人誌の編集人でもある。また青年

期にかかわった演劇活動を通して音楽・芸術分野に

も造詣が深い。旧制富山高等学校、金沢大学医学部

卒業。1931年（昭和6年）岩瀬の生まれ。

井 本 三 夫 氏
歴史家・元茨城大学教授

岩瀬五大家のうちの宮城家・畠山家と姻戚関係にあ

る。茨城大学理学部教授を経て、1980年（昭和55

年）より著述生活にはいる。バイ船文化研究会の会

誌『バイ船研究』で連載した富山湾沿岸の三十余名

の古老たちの回想聞き書きをまとめを、1998年

『北前の記憶』（桂書房）として上梓した。京都大学

理学部・同大学院博士課程卒業。1930年（昭和5年）

富山県四方の出身。

犬 島 肇 氏
富山県議会議員

1964年（昭和39年）～1974年（昭和49年）まで富

山県立高岡高等学校教諭。バイ船文化研究会の発足

に奔走、理事を務める。「古志の松原を育てる会」、

「馬場公園の歴史と自然を愛する会」、「県民がつく

るオペラ・ガラ・コンサート」など様々な市民活動

の中心的存在。著書に『嵯峨寿安、そしてウラジオ

ストックへ』（桂書房　1993年）『県政に挑む』など。

東京教育大学文学部卒業。1941年（昭和16年）岩

瀬の生まれ。

究
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
時
に
水
の
研
究
者

で
も
あ
る
こ
と
の
幸
せ
を
思
っ
た
の
で
し
た
。

交
通
手
段
と
は
、
文
明
の
基
盤
で
す
。
水
利

用
の
技
術
、
こ
れ
も
文
明
の
基
盤
で
す
。
二

つ
の
文
明
の
基
盤
を
あ
わ
せ
通
し
て
歴
史
を

見
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
の
常
識
と
は
違
っ
た

姿
が
見
え
て
き
た
か
ら
で
し
た
。

私
は
「
北
陸
や
東
北
は
、
奈
良
や
京
の
文

化
の
養
い
手
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
書
き
、

「
日
本
海
側
こ
そ
表
日
本
」
と
書
き
ま
し
た
。

「
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
は
水
の
専
門
家
で

あ
る
よ
り
も
、
歴
史
家
た
ち
だ
」
と
の
書
評

を
頂
い
た
り
し
た
も
の
で
す
。

当
時
は
ま
だ
日
本
海
側
は
「
裏
日
本
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
現
在
で
は
テ
レ
ビ

も
新
聞
も
天
気
予
報
も
、
そ
の
よ
う
な
呼
び

方
を
し
な
く
な
り
ま
し
た
。『
水
の
文
化
史
』

以
来
、「
裏
日
本
」
の
語
は
次
第
に
消
え
て
、

使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

私
の
そ
の
日
本
海
文
化
論
の
心
証
形
成
に

力
の
あ
っ
た
一
つ
が
、
三
津
七
湊
で
し
た
。

日
本
最
古
の
海
事
法
規
集
「
廻
船
式
目
」

に
は
、
鎌
倉
室
町
時
代
を
通
し
て
の
日
本
の

十
大
港
と
し
て
、
次
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い

た
の
で
す
。
先
ず
三
津
と
は
伊
勢
安
濃
津
、

筑
前
博
多
、
和
泉
堺
で
、
そ
れ
に
次
ぐ
七
湊

は
、
能
登
輪
島
、
越
前
三
国
、
加
賀
本
吉
、

越
中
岩
瀬
、
越
後
今
町
、
出
羽
秋
田
、
津
軽

十
三
湊
で
す
。
こ
の
よ
う
に
七
湊
が
す
べ
て
、

北
陸
、
東
北
の
日
本
海
側
で
占
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
河
口
港
で
、
米
の
積
出
港

と
し
て
栄
え
る
の
で
す
。

中
世
の
交
通
史
を
繙
（
ひ
も
と
）
く
う
ち
、

こ
の
十
大
港
の
記
述
を
見
つ
け
た
と
き
の
私

の
感
動
は
、
い
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
ま
で
の
常
識
と
は
逆
の
理
論
を
世
に
問

う
と
い
う
こ
と
は
勇
気
の
い
る
こ
と
で
す
が
、

こ
の
三
津
七
湊
が
私
に
そ
の
勇
気
を
与
え
て

く
れ
た
論
拠
の
一
つ
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
港
町
は
現
在
で
も
、
私

に
と
っ
て
特
別
の
思
い
が
あ
り
ま
す
。

今
回
は
そ
の
一
つ
、
越
中
岩
瀬
（
富
山
市

岩
瀬
）
の
み
な
さ
ん
に
ご
登
場
い
た
だ
き
ま

す
。
神
通
川
河
口
の
こ
の
港
町
は
、
江
戸
時

代
に
な
る
と
北
前
船
で
さ
ら
に
栄
え
る
の
で

す
が
、
富
と
情
報
を
集
め
た
そ
の
商
都
の
末

裔
た
ち
が
、
い
ま
、
バ
イ
船
文
化
研
究
会
と

い
う
聞
き
慣
れ
な
い
名
の
研
究
会
を
作
っ
て
、

先
祖
た
ち
の
足
跡
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

お
話
を
伺
う
と
、
一
つ
の
港
町
の
盛
衰
史

は
、
そ
の
ま
ま
壮
大
な
日
本
海
文
化
史
で
も

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
世
界
は
海
運
か
ら
北
洋

漁
業
へ
、
あ
る
い
は
海
運
か
ら
鉄
道
へ
と
続

く
産
業
、
交
通
の
変
遷
史
で
あ
り
、
そ
の
舞

台
は
対
岸
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
は
も
と
よ
り

遠
く
ア
ム
ー
ル
川
へ
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
へ
と

広
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
富
山
の
売

薬
も
、
米
騒
動
も
や
は
り
海
に
つ
な
が
り
、

漁
業
や
港
湾
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
の
で
す
。

岩
瀬
と
隣
接
す
る
水
橋
。
水
橋
は
天
下
の

急
流
、
常
願
寺
川
の
河
口
の
小
さ
な
漁
港
で

す
。
常
願
寺
川
は
明
治
初
期
、
オ
ラ
ン
ダ
人

技
術
者
デ
・
レ
ー
ケ
が
来
て
「
こ
れ
は
川
で

は
な
い
、
滝
だ
」
と
い
っ
た
と
い
う
、
有
名

な
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
川
で
す
。
彼
の
行

っ
た
治
水
に
よ
り
、
町
の
姿
は
す
っ
か
り
変

わ
っ
て
い
ま
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
こ

の
古
い
港
町
に
も
、
水
の
文
化
が
凝
縮
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
売
薬
や
米
騒
動
は
む

し
ろ
こ
こ
が
中
心
で
し
た
。
そ
の
水
橋
の
お

二
人
に
も
紙
面
で
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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発
端
は
次
郎
吉
少
年

そ
も
そ
も
の
発
端
は
平
成
五
年
（
一
九
九

三
年
）
一
月
の
こ
と
で
し
た
。
犬
島
肇
さ
ん

が
お
見
え
に
な
っ
て
、
講
演
を
依
頼
さ
れ
た

の
で
す
。
主
催
は
富
山
市
岩
瀬
の
「
バ
イ
船

文
化
研
究
会
」。
バ
イ
船
と
は
北
前
船
の
こ

と
。
そ
し
て
犬
島
さ
ん
は
『
水
の
文
化
史
』

以
来
の
私
の
愛
読
者
で
、
バ
イ
船
文
化
研
究

会
の
た
め
に
是
非
と
も
岩
瀬
へ
来
て
ほ
し
い

と
の
お
誘
い
で
し
た
。

ち
ょ
う
ど
私
は
『
日
本
の
米
』
を
執
筆
の

最
中
で
、
日
本
人
が
如
何
に
数
学
能
力
の
あ

る
民
族
だ
っ
た
か
、
世
界
的
数
学
者
、
関
孝

和
も
私
た
ち
は
あ
た
か
も
突
然
変
異
の
ご
と

き
存
在
と
し
て
教
え
ら
れ
る
が
、
歴
史
に
そ

の
よ
う
な
こ
と
の
あ
る
は
ず
も
な
く
、
こ
の

数
学
者
が
出
現
す
る
歴
史
的
必
然
の
あ
っ
た

こ
と
、
そ
れ
は
検
地
に
よ
る
水
田
の
測
量
で

あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
江
戸
時
代
、
庶
民
の

数
学
レ
ベ
ル
の
如
何
に
高
か
っ
た
か
な
ど
、

我
な
が
ら
面
白
が
っ
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
し
た
。
そ
の
一
例
が
黒
部
川
か
ら
取
水
す

る
十
二
貫
野
用
水
で
あ
り
、
そ
の
高
度
な
用

水
開
削
の
背
景
に
は
、
石
黒
信
由
（
一
七
六

〇
〜
一
八
三
六
年
）
の
よ
う
な
優
れ
た
数
学

者
た
ち
の
い
た
こ
と
、
富
山
県
は
数
学
者
集

団
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
私

は
書
い
た
ば
か
り
の
話
を
い
い
気
持
ち
に
な

っ
て
お
話
し
し
た
の
で
す
。

「
江
戸
時
代
、
町
人
た
ち
の
レ
ジ
ャ
ー
と
い

え
ば
数
学
で
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
の
大
ベ

ス
ト
セ
ラ
ー
と
い
え
ば
数
学
書
だ
っ
た
の
で

す
」
と
も
。

す
る
と
、
犬
島
さ
ん
の
目
の
色
が
変
わ
り

ま
し
た
。

「
そ
う
い
え
ば
」
と
彼
は
話
し
出
し
た
の
で

す
。

「
長
者
丸
の
漂
流
、
と
い
う
海
難
事
故
が
あ

り
ま
し
た
。
岩
瀬
船
籍
の
北
前
船
で
、
江
戸

時
代
、
三
陸
沖
で
遭
難
し
て
漂
流
中
を
ア
メ

リ
カ
の
捕
鯨
船
に
助
け
ら
れ
た
事
故
で
す
が
、

昨
年
バ
イ
船
文
化
研
究
会
で
、
こ
の
長
者
丸

漂
流
事
故
の
研
究
者
を
講
演
に
お
招
き
し
た

の
で
す
。
す
る
と
、
ブ
ラ
マ
ー
さ
ん
と
い
う

米
人
女
性
の
そ
の
講
師
が
い
う
に
は
、
乗
組

員
の
次
郎
吉
と
い
う
少
年
な
ど
は
、
八
十
桁

も
数
え
て
ア
メ
リ
カ
人
を
驚
か
せ
た
と
」

犬
島
さ
ん
は
続
け
ま
し
た
。

「
ま
さ
か
と
、
話
半
分
に
聞
い
て
い
ま
し
た

が
、
で
は
そ
の
話
は
本
当
な
の
で
す
ね
え
」

聞
い
て
い
る
私
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

早
速
、
次
郎
吉
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
載

っ
て
い
る
当
時
の
ハ
ワ
イ
の
新
聞
な
ど
送
っ

て
い
た
だ
き
、
私
は
執
筆
中
の
原
稿
に
次
郎

吉
の
話
を
書
き
加
え
た
の
で
し
た
。

次
郎
吉
の
そ
ん
な
物
語
を
引
き
出
す
よ
う

な
活
動
ぶ
り
。
そ
れ
だ
け
で
も
な
ん
と
す
て

き
な
研
究
会
だ
ろ
う
。
以
来
私
は
バ
イ
船
文

化
研
究
会
の
活
動
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

古
老
の
聞
き
書
き
三
十
人

富
山
県
と
の
お
つ
き
あ
い
は
ず
い
ぶ
ん
古

い
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
く
と
も
前
述
の
よ

う
に
、
岩
瀬
に
は
特
別
の
思
い
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
講
演
で
お
訪
ね
し
て
み
れ
ば
、

研
究
会
の
み
な
さ
ん
も
岩
瀬
の
町
並
み
も
味

覚
も
、
お
酒
ま
で
魅
力
的
で
し
た
。

そ
れ
以
上
に
心
惹
か
れ
た
の
は
、
そ
の
活

動
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
で
し
た
。

そ
の
活
動
は
単
に
機
関
誌
の
発
行
や
講
演

会
な
ど
の
催
し
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば

対
岸
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
と
の
交
流
を
復
活

さ
せ
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
子
ど
も
た
ち

を
招
い
て
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
ま
で
さ
せ
て
い
ま

す
。あ

る
い
は
ロ
シ
ア
、
韓
国
か
ら
オ
ペ
ラ
歌

手
を
招
い
て
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
く
な
ど
多
彩

で
す
。

更
に
私
を
驚
か
せ
た
の
は
、
歴
史
家
、
井

本
三
夫
さ
ん
の
お
仕
事
で
し
た
。
北
前
船
の

乗
り
組
み
員
、
漁
業
関
係
者
、
売
薬
、
糀
屋
、

大
工
な
ど
北
前
船
に
関
わ
る
古
老
の
方
々
に

会
っ
て
、
そ
の
記
憶
を
丹
念
に
聞
き
書
き
し

て
記
録
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
三
十

余
人
と
い
う
大
変
な
人
数
で
す
。
こ
れ
は
後

に
、
井
本
三
夫
編
『
北
前
の
記
憶
』（
桂
書

房
一
九
九
八
年
）
と
し
て
出
版
さ
れ
る
の
で

す
が
、
こ
れ
は
も
う
か
け
が
え
の
な
い
歴
史

の
資
料
、
証
言
集
で
し
た
。
少
し
繙
け
ば
、

ど
ん
な
に
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
た
か
想
像
で

き
る
労
作
で
し
た
。

著
者
の
井
本
さ
ん
は
京
都
大
学
で
理
論
物

理
学
を
専
攻
さ
れ
た
、
湯
川
秀
樹
門
下
の
理

学
博
士
で
、
茨
城
大
学
教
授
を
さ
れ
て
い
た

方
で
す
。
が
、「
科
学
的
認
識
の
自
然
・
歴

史
・
社
会
へ
の
統
一
的
適
用
を
志
し
て
」

（
同
著
）、
大
学
専
任
を
辞
め
、
非
常
勤
と
し

て
は
教
壇
に
立
つ
も
の
の
、
著
述
生
活
に
入

ら
れ
た
方
で
す
。
そ
の
経
歴
も
異
色
な
ら
、

こ
の
聞
き
書
き
の
大
仕
事
に
取
り
組
ま
れ
た

こ
と
も
驚
き
で
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
バ

イ
船
文
化
研
究
会
の
活
動
の
一
環
で
あ
っ
た

の
で
す
。

膨
大
な
聞
き
書
き
に
加
え
て
、
巻
末
に
は

神通川河港に面する馬場家の荷積み降ろし口（船着き場）。

明治中期のバイ船（福井県河野・磯前神社蔵）。掲載した『海事史研究』第9号
の解説者石井謙治氏によれば、福井県の有名な北前船船主右近権左衛門の持ち
船八幡丸だという。船の横腹に伝馬船が寄り添っている。1.500石積か2.000石
積の大船で、帆柱や帆桁の巨大さが水夫と比較してよく分かる。（※）
（※）写真は、井本三夫『北前の記憶』桂書房 1998年より引用。
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北前船の名前がよく知られるようになっていながら、何故

「バイ船」という名前をつけたのか？と、知人に会うたびに質

問されます。確かに、北前船と云ったほうが普遍性もあり、

大衆の理解も得られるでしょう。しかし、私たち富山の岩瀬

港に住んでいる者たちには、北前船という名前は全く憶えの

ない呼称なのです。この土地では誰に訊いても「バイ船」と

はっきり答えてくれる。先日もよそに住んでいる友人が、「バ

イ船」と呼ぶよりも、北前船と云ったほうがスマートではな

いかと私に言った事もありました。果たして北前船というほ

うが「バイ船」というよりもスマートなのだろうか。その問

題はさておいて、我々は航海用語で「北前」に近い言葉をふ

つう使用している。東前の風だとか、南前の風だとか・・・

つまり東方から、また南方からとの意味であり、北前船の北

前も当然北方から・・・という意味に解して良いものでしょ

う。

私自身長い間富山に住み、土地の古老たちにも全く馴染み

なぜ「バイ船」なのか ---- 北前船と呼ばない理由 畠山道行　バイ船文化研究会

のない北前船という言葉はどこから来たものでしょうか。

確かにこの言葉は文献の上では石川県の牧野隆信先生が一

般化されたように思えるのですが、私自身、私の全国にいる

知人たちに確かめてみても、関西、瀬戸内、方面の方々だけ

が素直に理解されて、日本海側では、山陰も含めて、むしろ

「バイ船」といったほうが、理解されやすい感じがしました。

つまり私の肌に対する感触は、関西の人たちが港に入って来

る船を見て、「あれは地方（じかた）の船、今あちらから来た

のは北前の船・・・」と言って区別したように感ずるのです。

従って、幕末から明治にかけて、日本海側に種々の文化を創

り、全国交通網の発達とともに衰退していった和船は、我々

の目から見ると、「バイ船」であり、北前船ではないはずです。

この研究会が発足するにあたり、会の名称を決める時にその

点を力説し、会の名称を「岩瀬バイ船文化研究会」としたの

は、以上の理由によるものです。（畠山道行氏　『バイ船研究』

創刊号・発刊のことばより抜粋）

バイ船（明治中頃、伏木港での撮影か）。武部保人氏所蔵（※）

井
本
さ
ん
の
論
文
「
日
本
海
近
代
史
と
し
て

の
北
前
船
の
変
容
」
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

井
本
さ
ん
は
そ
の
中
で
日
本
海
文
化
に
つ
い

て
、

「
北
陸
は
古
代
、
幾
内
の
権
力
が
北
へ
進
出

す
る
際
の
『
海
つ
道
』
で
、
い
い
か
え
れ
ば

北
陸
は
畿
内
権
力
に
よ
り
先
ず
海
か
ら
征
服

さ
れ
、
さ
ら
に
水
稲
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
即

ち
米
の
単
作
地
帯
と
し
て
強
制
さ
れ
、
そ
の

重
量
貢
納
物
た
る
米
を
運
ぶ
交
通
手
段
を
畿

内
、
東
海
側
中
心
の
権
力
機
構
に
従
属
さ
せ

ら
れ
た
」
と
記
し
、

「
水
稲
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
と
も
に
生
じ
た

こ
の
海
運
の
従
属
こ
そ
日
本
海
地
域
の
特
性

に
他
な
ら
な
い
」

と
特
徴
づ
け
て
い
ま
す
。

同
じ
日
本
海
を
眺
め
る
に
も
、
乾
燥
し
て

寒
い
太
平
洋
側
の
東
国
の
地
か
ら
、
こ
の
湿

度
高
い
雪
国
へ
の
い
さ
さ
か
の
憧
れ
と
ロ
マ

ン
を
こ
め
て
語
る
の
と
は
異
な
る
、
や
は
り

中
央
政
権
と
の
関
係
を
階
級
的
に
捉
え
た
、

地
元
な
ら
で
は
の
厳
し
さ
が
あ
り
ま
し
た
。

一
度
、
研
究
会
の
み
な
さ
ん
に
そ
の
研
究
成

果
を
お
聞
き
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

て
、
今
回
の
企
画
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

ご
登
場
頂
く
畠
山
道
行
さ
ん
は
、
後
に
出

て
く
る
岩
瀬
五
大
家
の
一
つ
、
畠
山
家
の
方

で
病
院
を
経
営
さ
れ
る
外
科
医
。
バ
イ
船
文

化
研
究
会
の
代
表
と
し
て
、
こ
の
会
を
育
て

て
き
た
方
で
す
。
犬
島
肇
さ
ん
は
明
治
・
大

正
期
の
岩
瀬
の
言
論
人
、
犬
島
宗
左
右
衛
門

の
お
孫
さ
ん
で
県
会
議
員
。
そ
し
て
井
本
三

夫
さ
ん
で
す
。
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漂
流
の
記
録
も
あ
り
ま
す
し
、
様
々
な
も
の

が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
や
り
出
し
た
ら

何
十
年
か
か
る
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
膨
大

な
も
の
で
す
。
手
を
つ
け
た
い
の
で
す
が
、

手
を
つ
け
て
い
な
い
の
が
実
情
で
ご
ざ
い
ま

す
。

犬
島

旧
家
と
い
う
の
は
五
大
家
が
中
心
で

す
が
、
何
と
言
っ
て
も
岩
瀬
の
五
大
家
の
歴

史
が
な
か
っ
た
ら
バ
イ
船
の
歴
史
は
な
か
な

か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

通
り
に
面
し
た
表
の
戸
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
開

け
る
あ
の
重
々
し
い
音
。
大
戸
を
閉
め
て
小

さ
な
戸
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
あ
れ
を
そ
ろ

そ
ろ
と
開
け
る
と
き
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
音
が
す
る

ん
で
す
よ
。
あ
の
音
に
負
け
て
し
ま
っ
て
重

み
が
あ
っ
て
足
が
震
え
る
ん
で
す
。
音
に
も

歴
史
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
岩
瀬
の
歴
史
を
知

り
た
い
、
バ
イ
船
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思

え
ば
そ
こ
を
こ
じ
開
け
て
行
こ
う
と
い
う
勇

気
が
必
要
な
ん
で
す
。

私
た
ち
の
会
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
郷
土

史
家
の
郷
土
史
研
究
と
違
う
の
で
す
ね
。
つ

ま
り
、
古
い
文
献
を
復
元
し
た
り
、
あ
る
い

は
解
読
し
た
り
、
そ
れ
を
記
録
す
る
と
い
う

よ
う
な
郷
土
史
家
の
研
究
会
で
は
な
い
と
い

う
自
負
が
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

と
、
過
去
の
文
献
を
読
む
。
そ
れ
か
ら
過
去

の
歴
史
を
知
る
。
そ
し
て
、
過
去
を
読
む
と

い
う
こ
と
を
通
じ
て
現
在
を
ど
う
見
る
か
。

こ
れ
か
ら
先
の
未
来
を
ど
う
切
り
開
い
て
い

く
か
に
、
バ
イ
船
文
化
研
究
会
は
か
な
り
ア

ク
テ
ィ
ブ
に
動
い
て
き
た
と
い
う
の
が
大
き

な
特
徴
な
ん
で
す
。

具
体
的
に
申
し
ま
す
と
、
例
え
ば
北
前
船

の
エ
ー
ト
ス
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い

回
船
問
屋
の
旧
家
が

次
々
に
取
壊
さ
れ
て
い
く

富
山

今
回
の
テ
ー
マ
は
海
で
す
。
日
本

文
化
と
海
と
い
え
ば
先
ず
日
本
海
を
あ
げ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
日
は
日
本

人
が
い
か
に
海
を
舞
台
に
文
化
を
築
き
あ
げ

て
き
た
か
を
お
話
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
り
わ
け
富
山
県
は
日
本
列
島
の
中
央
に
位

置
す
る
し
、
富
山
湾
と
い
う
こ
れ
ま
た
実
に

独
特
の
海
に
の
ぞ
ん
で
い
ま
す
。
そ
ん
な
特

徴
と
関
係
す
る
か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
が
、

バ
イ
船
文
化
研
究
会
も
実
に
ユ
ニ
ー
ク
な
活

動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
初
に
先
ず
、
バ
イ

船
文
化
研
究
会
と
は
ど
ん
な
会
な
の
か
、
ご

説
明
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。

畠
山

バ
イ
船
文
化
研
究
会
を
作
ら
な
い
か

と
い
う
話
は
、
昭
和
60
年
に
犬
島
さ
ん
と
会

っ
て
話
を
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
時
、

岩
瀬
で
は
回
船
問
屋
の
旧
家
が
二
、
三
軒
壊

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
一
つ
は
昔
か
ら
有
名
な

船
を
使
っ
た
家
の
醸
造
の
蔵
だ
っ
た
ん
で
す

が
、
み
ん
な
壊
さ
れ
ま
し
て
散
逸
し
た
ん
で

す
。
私
の
家
の
本
家
も
蔵
は
残
っ
て
い
る
ん

で
す
が
、
重
要
な
文
献
の
ほ
と
ん
ど
が
売
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
大
町
通
り
の
町
並
み
保
存
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
富
山
市
の
中
で
戦

災
に
遭
っ
て
い
な
い
の
は
こ
の
地
区
だ
け
で

す
。
戦
前
の
富
山
を
想
像
で
き
る
町
並
み
は

こ
こ
し
か
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
を
保
存
す
る

意
味
も
あ
っ
た
。
こ
の
町
並
み
は
貿
易
に
よ

っ
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
し
、
貿
易
に
よ

っ
て
外
観
が
つ
く
ら
れ
た
町
を
保
存
し
て
い

こ
う
と
関
係
各
方
面
に
訴
え
、
そ
し
て
我
々

自
身
で
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
も
手
探

り
し
て
い
こ
う
と
い
う
提
案
を
お
互
い
に
し

た
わ
け
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
今
ま
で
閉
鎖
的
で
あ
っ

た
多
く
の
旧
家
で
す
ね
、
旧
家
に
対
し
て
は

知
り
合
い
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
私
が
紹
介

し
ま
す
と
い
い
ま
し
て
、
お
互
い
に
手
を
組

み
、
犬
島
さ
ん
と
二
人
で
そ
う
い
う
旧
家
を

訪
ね
ま
し
て
資
料
の
開
放
を
お
願
い
し
ま
し

た
。
そ
の
資
料
を
編
纂
し
て
出
し
た
わ
け
で

す
。そ

れ
か
ら
、
旧
役
所
等
に
残
っ
て
い
た
い

ろ
い
ろ
な
文
献
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
書

き
出
す
と
切
り
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、

い
ろ
い
ろ
な
移
民
の
記
録
も
あ
り
ま
す
し
、

神通川河口、東岩瀬町。大正十五年東岩瀬町要覧より（※）

岩瀬港
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岩瀬には、幕末から明治にかけて繁栄を極めた回船問屋の

旧家が多く、中でも五大家と呼ばれる五大船主の家系は、こ

の地域の経済・文化に大きくかかわる存在であった。バイ船

の歴史はこの五大家ぬきには語れない。

馬場家 加賀藩・富山藩と結び発展。天保頃から北海道交易

に乗り出して急速に経営を拡大した。五大家の中では馬場家

だけが汽船会社を経営し、日本郵船の独占に対抗して「日本

海運業同盟会」の中核として活躍した。

米田家 幕末から明治初年にかけて北前船主となり、昭和初

年には肥料問屋としても成長した。魚肥を農民に小売りする

商法で、販売先は富山市以北、神通川流域の八尾にまで及び、

「米田四千石の高持」と称された。

岩瀬五大家

森家 安政年間から続く回船問屋。1900年（明治33年）頃に

は北海道通いの汽船を持っていた。大正期にはカムチャツカ

に出漁し、漁場経営にも乗り出した。1988年（昭和63年）、同

家建物は富山市の指定文化財となり、現在も公開されている。

畠山家 明治初期には北海道と能登などの近海交易にあたっ

たと伝えられる。明治末年頃、畠山合名会社を設立。回漕部

は北海道交易のほか、銀行・電気事業への金融業務を、漁業

部は北洋、カムチャツカ方面での漁業を扱った。

宮城家 明治前期に急成長した回船問屋。明治34年樺太に渡

航、買魚で巨利をあげた。日露戦争後いち早くニコライエフ

スク、沿海州に出漁、カムチャツカ、房州にも進出した。

米田家の「みせ」。表通りから入ってすぐの
玄関にあたる空間。ここで当家の主人（旦那
はん）は客と応対。小作人や船乗りは、この
畳の間から一段低い土間側に座ることになる。

富山市指定文化財「森家」。代々四十物屋（あいものや）仙右
衛門と称し、明治以降は苗字を森とした。現在の建坪は八十
坪で表から母屋、道具蔵、米蔵、肥料蔵と続いていたが、今
は米蔵と肥料蔵はない。玄関から背後の船着き場まで土間廊
下が通じる。

森家の蔵。防火のため頑丈な造りになって
いるが、普段は閉じている扉の内側には、
財力にあかして作らせた豪華な芸術的意匠
が彫りつけてある。

加賀藩の藩蔵で、現在は岩
瀬米穀という米店になって
いる。前の道は旧北陸街道。
加賀藩主の参勤交代の行列
なども通った街道筋。

は
バ
イ
船
の
心
・
文
化
が
な
け
れ
ば
、
嵯
峨

寿
安
（
注
1
）
と
い
う
怪
物
は
生
ま
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
嵯
峨
寿
安
を
訪
ね
な
が

ら
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
と
の
交
流
と
い
う
テ
ー

マ
へ
進
ん
で
い
く
。
そ
れ
を
通
じ
て
、
い
わ

ゆ
る
練
習
船
に
乗
っ
て
い
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

ク
の
商
船
学
校
の
学
生
た
ち
と
今
後
大
き
な

交
流
を
す
る
。
ま
さ
に
現
在
の
日
本
海
を
ど

う
開
く
か
と
い
う
問
題
に
一
挙
に
切
り
込
ん

で
い
ま
す
。

長
者
丸
（
注
2
）
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

や
神
通
川
水
運
フ
ォ
ー
ラ
ム
な
ど
も
バ
イ
船

文
化
研
究
会
で
企
画
、
実
現
さ
せ
た
も
の
で

す
。
す
べ
て
会
員
で
費
用
を
集
め
て
や
っ
て

き
ま
し
た
。
畠
山
先
生
に
は
さ
ん
ざ
ん
散
財

さ
せ
ま
し
た
が
（
笑
）。

（1）
嵯
峨
寿
安
（
さ
が
じ
ゅ
あ
ん
）
一
八
四
二
年
（
天
保

一
三
年
）
金
沢
の
生
ま
れ
。
江
戸
に
出
て
村
田
蔵
六

（
大
村
益
次
郎
）
の
鳩
居
堂
で
オ
ラ
ン
ダ
語
を
基
礎
に
、

医
学
、
軍
事
技
術
を
学
ぶ
。
一
八
六
九
年
（
明
治
二

年
）
金
沢
藩
よ
り
ロ
シ
ア
留
学
の
命
を
う
け
、
日
本

で
初
め
て
単
独
で
ロ
シ
ア
大
陸
を
横
断
し
た
。
五
年

後
に
帰
国
し
た
時
に
は
す
で
に
金
沢
藩
は
な
く
、
北

海
道
開
拓
使
御
用
係
、
東
京
外
国
語
学
校
教
官
な
ど

の
職
に
つ
く
が
な
じ
め
ず
、
不
遇
の
う
ち
に
サ
ハ
リ

ン
を
経
て
広
島
に
て
没
す
。
一
時
祖
父
が
伝
馬
屋
を

営
む
岩
瀬
に
滞
在
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（2）
長
者
丸
（
ち
ょ
う
じ
ゃ
ま
る
）
江
戸
の
鎖
国
時
代
、

海
難
事
故
で
ア
メ
リ
カ
に
保
護
さ
れ
、
五
年
後
に
帰

還
し
た
岩
瀬
船
籍
の
バ
イ
船
。
一
八
三
八
年
（
天
保

九
年
四
月
）
西
岩
瀬
港
を
出
帆
し
、
三
陸
沖
で
難
破

し
漂
流
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
ア
メ
リ
カ
の
捕
鯨
船
に

救
助
さ
れ
た
。
十
人
の
乗
組
員
の
う
ち
米
田
屋
次
郎

吉
、
鍛
冶
屋
太
三
郎
な
ど
六
人
が
ハ
ワ
イ
で
生
活
し
、

一
八
四
三
年
（
天
保
一
四
年
）
無
事
帰
還
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
鎖
国
体
制
下
で
あ
っ
た
た
め
、
帰
国
後

厳
し
い
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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そ
れ
か
ら
、
歴
史
の
分
野
で
は
、
井
本
先

生
が
切
り
開
か
れ
た
米
騒
動
の
研
究
。
こ
れ

は
、
北
前
文
化
、
バ
イ
船
文
化
と
の
密
接
な

結
び
つ
き
を
た
ど
り
な
が
ら
、
米
騒
動
に
も

視
点
を
置
い
て
、
実
際
に
今
生
き
て
い
る
人

た
ち
の
記
憶
を
し
っ
か
り
と
記
録
し
、「
日

本
海
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
こ
と
を

「
移
動
」
の
側
面
か
ら
た
ど
る
仕
事
も
起
き

て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
バ
イ
船
文
化
研
究
会
が
ど
ん
ど

ん
広
が
り
、
韓
国
と
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
両

方
か
ら
オ
ペ
ラ
歌
手
を
呼
ん
で
、
富
山
県
で

一
九
九
八
年
か
ら
三
年
連
続
の
オ
ペ
ラ
ガ
ラ

コ
ン
サ
ー
ト
を
行
う
な
ど
、
現
在
の
活
動
に

ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

北
前
船
・
弁
財
船
・
ハ
ガ
セ
船

富
山

そ
こ
で
お
聞
き
し
た
い
の
は
、
漁
業

と
海
運
業
と
の
関
係
で
す
。「
水
と
文
明
」

と
い
え
ば
最
初
に
魚
撈
（
ぎ
ょ
ろ
う
）
が
あ

り
、
同
時
に
水
の
移
動
、
交
通
が
あ
り
ま
す
。

陸
地
に
お
け
る
農
耕
の
水
利
用
な
ど
は
ず
っ

と
後
で
し
ょ
う
。

そ
の
魚
撈
と
交
通
、
つ
ま
り
は
水
面
の
世

界
に
し
て
も
最
初
は
河
川
湖
沼
な
ど
の
内
水

面
が
舞
台
で
、
海
に
進
出
す
る
の
は
後
の
こ

と
、
と
い
う
の
が
私
の
認
識
で
す
。
海
岸
の

縄
文
の
世
界
に
し
て
も
、
砂
丘
の
内
側
の
潟

な
ど
が
最
初
で
し
ょ
う
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は

た
と
え
ば
琵
琶
湖
な
ど
で
は
近
世
ま
で
続
き
、

湖
の
漁
村
の
次
男
三
男
が
、
分
家
の
た
め
止

む
な
く
海
岸
へ
出
て
い
く
と
い
う
姿
で
し
た
。

も
う
二
十
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
す
が
、

そ
の
話
を
建
設
省
の
河
川
技
術
者
た
ち
と
の

雑
談
で
お
話
し
し
た
ら
、
う
ー
ん
、
と
し
ば

ら
く
考
え
て
か
ら
、「
そ
う
で
し
ょ
う
ね
え
、

海
の
方
が
こ
わ
い
も
の
」
と
い
わ
れ
た
の
が

印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
漁
業
と
輸
送
業
と
は
、
ど
の
よ

う
に
関
連
し
て
発
展
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う

か
。
た
と
え
ば
三
津
七
湊
と
一
体
で
あ
っ
た

琵
琶
湖
交
通
。
琵
琶
湖
は
江
戸
中
期
ま
で
日

本
の
交
通
の
要
で
し
た
が
、
そ
の
琵
琶
湖
に

は
い
ま
も
何
十
と
い
う
漁
港
と
漁
協
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
中
で
漁
業
と
し
て
最
も
栄
え
た

の
が
堅
田
で
し
た
が
、
湖
の
交
通
業
で
も
主

役
は
堅
田
だ
っ
た
。
で
は
海
の
場
合
、
漁
業

と
海
運
業
と
は
発
展
過
程
に
関
係
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

漁
業
で
儲
け
て
海
運
業
に
手
を
伸
ば
し
て
い

く
と
い
っ
た
よ
う
な
。

犬
島

「
漁
業
」
と
「
バ
イ
船
に
よ
る
輸
送
」

と
い
う
の
は
全
く
質
が
違
っ
て
い
て
、
両
者

は
連
続
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

井
本

乗
組
員
の
出
身
層
の
一
つ
程
度
で
し

ょ
う
ね
。
た
と
え
ば
四
方
（
現
・
富
山
市
四

方
神
通
川
を
挟
ん
で
岩
瀬
の
対
岸
）
に
い
た

私
の
曹
祖
父
は
、
嘉
永
年
間
（
一
八
五
○
年

前
後
）
の
青
年
期
に
、
能
登
通
い
の
小
帆
船

か
ら
始
め
て
、
佐
渡
通
い
、
松
前
通
い
と
拡

大
し
、
北
前
船
主
と
い
え
る
も
の
に
な
り
ま

し
た
が
、
そ
の
前
の
代
は
ど
う
や
ら
漁
師
を

か
ね
て
い
た
よ
う
で
す
。

積舟港における千石船「伊勢丸」米田元吉郎氏所有。（大正5年）（※）

米田六三郎家の船艦札
（右が表、左が裏）（※）

神通丸の模型。神通丸
は明治初期から昭和8
年頃まで米田元吉郎家
の持船として活躍。こ
の船を造った船大工の
能崎留吉さん、船頭と
して乗っていた松川幸
太郎・勝次郎さん、家
の大工中田粂次郎さん
が本物と同じ素材の木
を使い、縮尺も厳密に
し、船倉内の間取り、
竈や鍋釜、湯沸器など
小指の頭ほどのもの、
小さな箒や塵取まで備
えつけた。米田家は昭
和55年、これを富山県
に寄付した。『バイ船
研究』第一集に米田寿
吉氏による説明や船艦
札の写真がある。（※）

大正10年のウラジオストク港に停泊の日本の船舶
（『第9師団・西伯利派遣記念写真帖』大正11年より）（※）
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犬
島

た
だ
、
岩
瀬
の
場
合
に
は
、
例
え
ば

畠
山
さ
ん
は
城
川
原
（
注
3
）
で
し
ょ
う
。
城

川
原
と
い
う
農
村
で
、
か
な
り
富
を
蓄
え
た

人
が
川
筋
へ
来
て
、
こ
こ
で
商
売
を
し
ま
す

ね
。
米
田
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
、
柳
町
（
注
4
）

の
出
身
。
馬
場
は
道
正
（
ど
う
し
ょ
う
）
で

す
（
注
5
）。
ど
れ
も
漁
師
で
は
な
い
。
岩
瀬

の
漁
師
た
ち
が
だ
ん
だ
ん
資
産
を
蓄
え
て
北

前
経
営
者
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で

は
な
い
。

井
本

た
と
え
ば
畠
山
さ
ん
の
と
こ
ろ
が
一

つ
の
典
型
だ
と
思
う
の
で
す
。
肥
料
商
売
か

ら
始
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
ニ
シ
ン
肥
料
で
す
。

そ
れ
を
扱
う
商
売
か
ら
出
発
し
、
北
海
道
通

い
の
船
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

一
方
、
初
め
若
者
が
、
そ
の
中
に
は
漁
民

も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
下
っ
ぱ
の
船
乗
り
と

し
て
乗
せ
て
も
ら
い
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
と

独
り
立
ち
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。

藩
の
船
や
藩
が
雇
っ
た
上
方
船
、
瀬
戸
内
船
、

そ
れ
か
ら
近
江
商
人
の
船
な
ど
に
乗
っ
て
い

た
者
が
独
立
し
て
い
く
の
で
す
ね
。

北
前
船
と
い
う
の
は
買
い
積
み
船
で
す
か

ら
、
船
に
乗
っ
て
い
る
沖
船
頭
と
い
う
の
は

商
売
の
全
責
任
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
港
、
港
で
機
転
を
き
か
せ
て
、
そ
こ
の

状
況
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
売
っ
た
ら
得
、
こ

れ
を
買
っ
た
ら
得
と
売
買
す
る
。
そ
う
い
う

采
配
を
沖
船
頭
が
振
る
う
。
船
頭
兼
商
人
と

し
て
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の

う
ち
、
自
分
の
荷
も
少
々
積
み
込
み
、
商
売

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
限
を
獲
得
し
、
や

が
て
自
分
の
船
を
買
い
、
独
立
の
北
前
商
人

と
な
る
の
で
す
。

畠
山

戦
前
の
こ
と
で
す
が
、
う
ち
で
は
航

海
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
商
売
の
た
め
の

情
報
収
集
も
で
き
、
商
取
引
の
す
べ
て
を
任

せ
ら
れ
る
沖
船
頭
を
育
成
す
る
た
め
、
人
材

を
富
山
商
業
学
校
で
学
ば
せ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
勉
強
し
、
卒
業
す
る
と
、
ジ
ャ
ワ
や

南
洋
諸
島
に
駐
在
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。

富
山

北
前
船
が
登
場
す
る
の
は
江
戸
時
代

に
河
村
瑞
軒
が
西
廻
り
東
西
廻
り
航
路
を
開

発
し
て
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の
西
廻
り
航
路

の
開
発
は
加
賀
藩
の
米
の
輸
送
に
始
ま
っ
て

い
る
。
が
、
そ
れ
以
前
の
運
輸
業
は
ど
う
な

っ
て
い
た
の
で
す
か
。

畠
山

弁
財
船
（
べ
ざ
い
せ
ん
）
と
言
い
ま

し
て
、
歴
史
的
に
は
弁
財
船
が
北
前
船
の
前

で
す
。
藩
米
を
輸
送
す
る
た
め
の
、
藩
か
ら

受
け
た
輸
送
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
弁
財
船

と
い
う
の
は
、
船
の
形
態
を
言
う
の
と
、
藩

の
財
政
や
お
米
を
弁
ず
る
と
い
う
、
両
方
の

意
味
で
使
い
ま
す
。

井
本

古
い
時
代
に
貢
米
な
ど
租
税
を
積
み

取
り
に
来
た
、
弁
済
使
の
名
が
転
用
さ
れ
た

と
い
う
の
で
す
。
た
だ
し
船
舶
史
の
研
究
者

は
、
弁
財
型
は
瀬
戸
内
で
発
達
し
た
船
型
で
、

そ
ち
ら
で
使
わ
れ
て
い
た
他
の
船
型
と
違
っ

て
「
押
し
（
み
お
し
）」
と
言
わ
れ
る
水
切

り
舳
が
あ
る
の
が
特
色
な
の
で
舳
在
（
へ
ざ

い
）
と
呼
ん
だ
の
が
、
梵
語
の
弁
財
天
に
似

た
音
な
の
で
弁
財
、
弁
才
と
当
て
字
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
言
い
ま
す
。
い
ず
れ
に

せ
よ
北
陸
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
の
日
本
海

側
で
は
、
上
方
か
ら
来
た
船
を
弁
財
船
、
そ

北前船から北洋漁業へ

木更津�

下田�

徳島�
多度津�

三田尻�

浜田�

境�
宮津�

本吉�

輪島�
七尾�

伏木�

直江津�
東水橋�

小林�
出雲崎�

岩船�

土崎�

深浦�

函館�

小樽�

那珂湊�

十三湊�

竹原�

夷�

（3）
富
山
城
下
と
岩
瀬
を
結
ぶ
神
通
川
沿
い
の
街
道
道
筋
に
位
置

す
る
。

（4）
富
山
市
柳
町
、
市
内
で
最
も
早
く
開
け
た
市
街
地
の
一
つ
。

（5）
富
山
市
北
東
部
の
農
業
地
帯
。
昭
和
十
五
年
九
月
ま
で
上
新

川
郡
針
原
村
大
字
道
正
。

の
船
乗
り
た
ち
を
弁
財
衆
と
呼
び
ま
し
た
。

津
軽
の
十
三
湊
（
と
さ
み
な
と
）
の
民
謡

が
「
十
三
（
と
さ
）
の
砂
山
　
米
な
ら
よ
か

ろ
う
、
西
の
弁
財
衆
に
み
な
積
ま
し
ょ
」
と

歌
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
本
海
側
に
は
本
来
、
一
七
世
紀
ま
で
は

北
国
船
・
ハ
ガ
セ
船
と
い
う
別
の
形
の
船
が

あ
っ
て
、
活
躍
し
て
い
た
の
で
す
が
、
一
八

世
紀
に
は
、
こ
の
西
か
ら
来
た
弁
財
船
の
形

が
定
着
し
一
般
化
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
北
前

船
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
船
型
と
し
て
は
み

な
弁
財
型
で
す
。
た
だ
し
、
そ
の
北
前
船
を
、

能
登
内
浦
以
東
で
は
バ
イ
船
と
呼
び
ま
し
た
。

た
と
え
ば
佐
渡
で
も
そ
う
言
い
ま
し
た
。

買
積
み
船
な
の
で
た
ぶ
ん
そ
の
売
買
行
為

か
ら
き
た
名
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
北
前
と

い
う
の
は
、
江
戸
前
の
魚
と
言
わ
れ
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
北
陸
の
前
の
海
と
い
う
意
味

で
す
。
だ
か
ら
北
前
船
（
き
た
ま
え
ぶ
ね
）

と
い
う
の
は
、
上
方
や
瀬
戸
内
の
船
乗
り
た

ち
が
北
陸
の
船
を
指
し
て
「
あ
れ
は
北
前
の

船
だ
」
と
多
少
田
舎
者
扱
い
で
始
め
た
呼
び

名
な
の
で
す
。
そ
ん
な
わ
け
で
呼
び
名
は
い

ろ
い
ろ
な
の
で
す
が
、
船
型
と
し
て
は
弁
財

型
な
の
で
す
。

富
山

そ
の
弁
財
型
の
船
、
バ
イ
船
は
西
か

ら
伝
わ
っ
て
き
て
、
や
は
り
近
畿
の
も
の
が

最
初
で
す
か
。

井
本

藩
主
が
上
方
や
瀬
戸
内
の
船
を
雇
っ

て
い
た
間
は
そ
う
言
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、

十
八
世
紀
中
頃
を
境
に
、
北
陸
に
自
立
し
た

船
主
た
ち
が
生
ま
れ
て
か
ら
が
、
北
陸
の
船

と
い
う
意
味
で
の
本
当
の
北
前
船
の
時
代
で

す
。
そ
う
な
る
と
藩
主
た
ち
も
地
元
の
船
主

た
ち
に
依
拠
し
た
ほ
う
が
経
済
的
で
、
そ
れ



に
よ
っ
て
北
前
船
は
い
っ
そ
う
発
展
し
ま
し

た
。
つ
ま
り
船
の
原
型
は
弁
財
型
で
あ
っ
て

も
、
北
前
船
自
体
は
北
陸
の
自
主
性
回
復
の

象
徴
で
あ
り
、
そ
の
旗
手
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
中
世
で
も
日
本

海
側
で
は
北
国
船
、
ハ
ガ
セ
船
と
呼
ば
れ
、

そ
の
風
土
に
適
合
し
た
独
自
の
商
船
型
が
発

達
し
、
十
七
世
紀
ま
で
は
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
背
後
に
は
お

そ
ら
く
中
世
の
日
本
海
海
運
の
長
い
歴
史
が

あ
っ
た
。

富
山
先
生
が
『
水
の
文
化
史
』
の
本
に
お

書
き
の
、
安
東
水
軍
も
、
北
か
ら
の
船
、
こ

れ
が
こ
れ
か
ら
大
事
で
す
（
注
6
）。
安
東
水

軍
の
十
三
湊
（
と
さ
み
な
と
）
の
掘
り
起
こ

し
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
周
辺
の

北
方
史
研
究
が
対
岸
ア
ム
ー
ル
河
流
域
と
の

交
流
を
も
視
野
に
入
れ
て
進
め
ば
、
日
本
海

側
が
非
常
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
ま
い

り
ま
す
。
中
世
の
日
本
海
海
運
に
つ
い
て
も

網
野
善
彦
氏
た
ち
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ

う
に
、
歴
史
像
を
転
換
さ
せ
る
時
期
が
き
て

い
る
と
思
う
の
で
す
。

十
三
湊
と
安
東
水
軍

井
本

北
海
道
の
ア
イ
ヌ
た
ち
と
関
係
を
持

ち
、
そ
れ
を
通
じ
て
サ
ハ
リ
ン
や
沿
海
州
へ

の
視
野
も
持
っ
て
い
た
津
軽
の
安
東
氏
は
、

北
条
氏
の
代
官
と
い
う
形
で
蝦
夷
管
領
に
な

る
一
方
、
北
条
氏
が
列
島
全
域
に
わ
た
っ
て

海
上
交
通
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
気
運
に
乗

っ
て
「
関
東
御
免
の
津
軽
船
」
と
呼
ば
れ
る

大
船
を
二
十
隻
も
駆
使
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。そ

の
上
、
山
脈
が
東
北
を
貫
い
て
い
て
、

関
東
側
か
ら
は
実
質
的
に
日
本
海
側
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
の
で
、
鎌
倉
の
連
中
は

北
条
得
宗
家
の
旗
を
安
東
氏
た
ち
に
渡
し
交

易
さ
せ
る
。

富
山

『
市
浦
村
史
資
料
』
と
し
て
『
東
日

流
外
三
郡
誌
（
つ
が
る
そ
と
さ
ん
ぐ
ん
し
）』

が
出
る
と
す
ぐ
、
私
は
こ
の
本
を
入
手
、
一

気
に
読
み
ま
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
頃
で
す
。

興
奮
し
ま
し
た
。
私
は
い
ま
も
こ
の
本
を
全

四
巻
、
書
棚
の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
に
置
い

て
い
ま
す
。
む
ろ
ん
こ
の
本
の
資
料
価
値
に

つ
い
て
、
評
価
が
様
々
な
こ
と
は
知
っ
て
い

ま
す
が
。

私
の
安
東
氏
へ
の
執
心
ぶ
り
を
見
て
、
朝

日
新
聞
社
が
青
森
へ
取
材
に
行
こ
う
と
計
画

を
立
て
る
の
で
す
。
考
古
学
者
の
斉
藤
忠
先

生
に
ご
一
緒
し
て
い
た
だ
い
て
と
い
う
企
画

で
す
。
ま
だ
中
央
の
歴
史
家
た
ち
に
は
、

『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
の
存
在
が
殆
ど
知
ら

れ
て
い
な
い
頃
で
し
た
。
日
程
調
整
の
段
階

ま
で
話
が
進
み
な
が
ら
、
何
か
で
中
断
し
て

そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
。
以

来
私
は
折
り
に
ふ
れ
て
は
、
北
へ
、
北
へ
と

「
北
へ
の
回
帰
」
を
言
っ
て
、
石
を
投
げ
て

き
た
つ
も
り
で
し
た
。『
日
本
再
発
見
　
水

の
旅
』（
文
芸
春
秋
）
な
ど
で
。
し
か
し
敏

感
に
反
響
が
返
っ
て
は
来
ま
せ
ん
で
し
た
ね

え
。
最
近
の
よ
う
に
発
掘
が
進
ん
で
く
る
と
、

い
よ
い
よ
日
本
海
へ
も
、
中
世
へ
も
目
が
向

け
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
。

井
本

北
陸
や
東
北
は
、
一
度
近
畿
の
勢
力

に
抑
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
北
へ
行
く

ほ
ど
不
徹
底
で
す
。
だ
か
ら
東
北
太
平
洋
側

か
ら
安
倍
貞
任
の
息
子
た
ち
が
日
本
海
側
へ

逃
げ
る
と
、
そ
こ
で
後
期
縄
文
文
化
か
ら
切

れ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
日
本
海
文
化
を
、

あ
る
意
味
で
は
彼
ら
が
再
編
成
す
る
。
そ
こ

に
中
世
に
北
か
ら
一
定
の
押
し
返
し
を
す
る

力
が
出
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

一
方
で
北
陸
自
身
で
は
だ
ん
だ
ん
土
豪
た

ち
が
一
向
宗
徒
と
連
合
し
て
「
百
姓
の
持
ち

た
る
国
」
を
形
成
す
る
。
だ
か
ら
、
律
令
体

制
期
の
大
伴
家
持
の
時
代
に
は
、
近
畿
勢
力

の
橋
頭
堡
だ
っ
た
伏
木
が
も
は
や
能
力
を
失

っ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
土
豪
に
ひ
っ
く
り
返

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
伏
木
の
大
き
な
勝
興

寺
、
あ
れ
は
一
向
一
揆
の
城
に
な
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
古
代
の
伏
木
は
近
畿
勢
力
の
施
設

に
付
随
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
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（6）
安
東
水
軍
　
（
津
軽
の
）
十
三
は
鎌
倉
室
町
時
代
、
安

東
水
軍
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
た
安
東
氏
の
本
拠
地
で
あ

っ
た
。
安
東
氏
は
源
氏
に
追
わ
れ
た
安
部
貞
任
の
子
が

起
こ
し
た
と
い
わ
れ
、
瀬
戸
内
海
、
熊
野
地
方
は
も
と

よ
り
、
揚
子
江
を
遡
っ
て
中
国
と
の
交
易
を
行
い
、
イ

ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
も
進
出
し
て
い
る
。『
そ
の
造
船

法
は
韓
国
及
び
唐
に
学
び
、
遠
く
南
蛮
に
も
学
び
て
得

た
る
安
東
水
軍
な
り
。
三
本
帆
柱
、
六
十
艫
の
巨
船
は
、

日
本
幕
軍
た
り
と
も
得
た
る
た
め
し
な
し
。
安
東
水
軍

は
、
興
国
年
間
以
前
、
そ
の
威
勢
は
塩
飽
（
し
あ
く
）

水
軍
、
村
上
水
軍
の
八
幡
（
ば
は
ん
）
も
及
ぶ
事
な
し
』

（『
安
東
船
覚
書
』
正
保
二
年
、
一
六
四
五
年
）
と
い
う

ほ
ど
で
、
壇
ノ
浦
の
合
戦
で
は
平
氏
を
応
援
し
て
軍
を

送
り
、
合
戦
が
す
で
に
終
わ
っ
て
い
た
の
で
、
宮
崎
か

ら
平
氏
の
落
人
を
救
出
し
て
連
れ
帰
っ
て
い
る
。
ま
た

文
永
七
年
（
一
二
七
○
年
）
の
蒙
古
水
軍
が
や
っ
て
来

た
際
に
は
鎌
倉
幕
府
の
要
請
を
受
け
て
い
ち
早
く
壱
岐

対
馬
へ
軍
船
十
艘
を
派
遣
し
、
対
馬
の
島
民
を
救
出
し
、

移
住
さ
せ
て
い
る
。
更
に
、
中
央
政
府
か
ら
追
わ
れ
た

者
を
常
に
受
け
入
れ
な
が
ら
、
十
三
の
地
に
一
大
王
国

を
築
い
て
い
た
の
が
安
東
氏
で
あ
っ
た
。（
富
山
和
子

『
水
の
文
化
史
』
文
藝
春
秋
、
一
九
八
〇
よ
り
）



室
町
時
代
に
作
ら
れ
た
廻
船
式
目
に
は
も
う

出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
岩
瀬
が
十
三
湊
と
並

ん
で
出
て
く
る
。
こ
の
時
代
の
岩
瀬
は
西
岩

瀬
で
す
が
。

富
山

越
中
伏
木
と
い
う
と
、
最
古
の
外
国

語
専
門
学
校
が
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
す
の
に
、

何
で
岩
瀬
の
方
が
有
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

井
本

京
都
の
勢
力
が
中
世
に
は
衰
え
ま
す
。

鎌
倉
が
力
を
持
ち
、
直
江
津
に
も
そ
う
で
す

が
、
日
本
海
側
に
手
を
出
し
ま
す
。
し
か
し
、

抑
え
き
れ
な
い
。
す
る
と
安
東
氏
や
一
向
宗

徒
と
結
ん
だ
土
豪
の
方
が
実
力
を
ふ
る
う
結

果
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
か
つ
て
畿
内
権
力

の
出
張
所
だ
っ
た
伏
木
は
機
能
を
果
た
さ
な

く
な
っ
て
い
た
。

そ
の
敦
賀
を
は
じ
め
若
狭
の
湊
も
廻
船
式

目
の
日
本
海
側
七
湊
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い

の
は
、
何
か
理
由
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

加
賀
の
本
吉
や
越
前
の
三
国
は
輪
島
と
と
も

に
七
湊
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
安
東
氏
と
関

係
の
深
か
っ
た
若
狭
が
出
て
こ
な
い
の
で
す

か
ら
。

正
保
二
年
（
一
六
四
七
年
）
に
西
岩
瀬
で

ど
れ
だ
け
の
船
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
記

録
を
見
ま
す
と
、「
四
、
五
百
石
積
み
船
、

何
風
に
て
も
五
、
六
拾
艘
も
港
へ
入
り
お
り

候
」「
小
石
浜
に
て
は
御
座
な
く
候
。
但
し

か
ら
船
に
て
は
弐
百
艘
も
入
り
申
し
候
」

（「
越
中
道
中
記
」）
と
あ
り
ま
す
。
後
半
の

文
意
は
不
明
確
で
す
が
、
四
、
五
百
積
み
が

常
時
五，

六
十
艘
と
は
盛
ん
な
大
港
で
す
。

富
山
湾
の
北
前
船
時
代
は
一
八
○
○
年
頃

か
ら
で
、
そ
れ
よ
り
百
五
十
年
も
前
の
中
世

海
運
の
延
長
と
も
言
え
る
時
期
の
こ
と
で
す

か
ら
、
そ
れ
が
十
三
湊
あ
た
り
を
中
心
に
し

て
蝦
夷
地
ま
で
、
他
方
で
は
能
登
半
島
あ
た

り
ま
で
の
大
き
な
交
易
圏
が
、
廻
船
式
目
の

挙
げ
た
七
湊
を
結
ん
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
て
き
ま
す
。

日
本
海
世
界
に
つ
い
て
考
え
な
お
す
と
、

そ
の
中
世
は
重
要
な
時
代
だ
っ
た
こ
と
が
見

え
て
く
る
。
そ
れ
を
富
山
湾
で
、
今
の
時
代

に
伝
え
て
い
る
の
が
西
岩
瀬
周
辺
、
放
生
津

（
ほ
う
じ
ょ
う
ず
、
現
・
新
湊
市
）
の
歴
史

で
す
。

「
日
本
海
幹
線
」
と
「
季
節
風
の
道
」

富
山

同
じ
富
山
湾
で
も
港
に
よ
っ
て
発
展

の
時
期
な
ど
違
う
。
丹
後
半
島
の
外
側
と
内

側
、
と
い
っ
た
よ
う
に
。
能
登
半
島
、
男
鹿

半
島
、
佐
渡
も
で
す
が
。
い
ろ
ん
な
要
素
が

絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
何
か
法

則
性
が
あ
り
ま
す
か
。

井
本

私
が
思
う
に
、
日
本
海
に
は
「
日
本

海
幹
線
」
と
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
と
思
う

の
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
、
対
馬
暖
流
が
流

れ
る
の
に
沿
っ
て
、
縦
軸
が
間
宮
海
峡
ま
で

貫
い
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
こ
の
幹
線
は
非

常
に
重
要
な
の
で
す
。

我
々
の
日
本
海
は
大
陸
の
ふ
ち
の
縁
海
と

い
わ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
を
貫
く
日
本
海
幹

線
に
乗
っ
て
オ
ホ
ー
ツ
ク
と
い
う
隣
の
縁
海

に
入
っ
て
い
く
。
間
宮
海
峡
や
宗
谷
海
峡
を

通
っ
て
。
逆
に
西
南
の
ほ
う
を
見
る
と
、
東

シ
ナ
海
と
い
う
西
隣
の
揚
子
江
流
域
か
ら
対

馬
海
峡
を
通
じ
て
稲
作
な
ど
日
本
文
化
の
ベ

ー
ス
に
あ
る
も
の
が
入
っ
て
く
る
。
つ
ま
り

日
本
海
幹
線
は
日
本
海
世
界
の
主
軸
で
あ
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
東
ア
ジ
ア
縁
海
連
鎖

の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
。
黒
潮
に
乗
っ
て
日
本
海
へ
意
外

に
南
方
的
な
も
の
が
入
っ
て
き
て
い
る
わ
け

で
す
ね
。
能
登
半
島
の
先
と
か
、
佐
渡
と
か

男
鹿
半
島
と
か
へ
。
出
雲
や
南
朝
鮮
の
も
の

が
若
狭
・
能
登
・
北
陸
へ
来
る
の
も
、
基
本

的
に
は
こ
の
力
に
よ
っ
て
い
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

富
山

男
鹿
半
島
や
青
森
県
ま
で
、
南
の
も

の
が
ず
い
ぶ
ん
来
て
い
ま
す
。
椿
の
北
限
だ

と
か
。
岩
瀬
で
の
講
演
で
も
お
話
し
し
た
こ

と
で
す
が
、
以
前
海
上
保
安
庁
が
調
査
を
し

た
と
こ
ろ
、
暖
流
は
津
軽
半
島
で
二
つ
に
分

か
れ
、
一
つ
は
ま
っ
す
ぐ
に
北
上
し
、
も
う

一
つ
は
津
軽
海
峡
を
越
え
て
三
陸
沖
で
消
え

る
、
と
。
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
え
。

井
本

今
言
っ
た
こ
と
は
、
日
本
海
幹
線
と

か
、
東
ア
ジ
ア
縁
海
連
鎖
を
貫
く
軸
の
一
環

で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
別
と
し
て
も
、
一

般
に
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
、
最
近
は
藤
田

富
士
夫
さ
ん
の
「
古
代
の
日
本
海
文
化
」
や

伊
東
俊
太
郎
氏
の
「
日
本
海
文
明
交
流
圏
」

(

『
比
較
文
明
』
第
十
一
巻
所
収)

に
も
出
て

い
ま
す
。

第
二
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
日
本
海
幹
線
を
横
切
る「
季
節
風
の
道
」

と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
で
す
。
池
内

敏
さ
ん
と
い
う
方
の
研
究
に
よ
る
と
、
江
戸

時
代
を
中
心
に
し
た
一
五
九
九
〜
一
八
七
二

年
の
二
七
四
年
間
だ
け
を
見
て
も
九
六
七
件
、

オホーツク海�

日本海� 太平洋�

宗谷海峡�

カムチャツカ半島�

対馬海峡�
若狭�

ウラジオストク�
ポシェット湾�

能登�

男鹿�

間
宮
海
峡�

シ
ホ
テ
ア
リ
ニ�

　
　
　
　
　
山
脈�

アムール川�

18

北前船から北洋漁業へ



一
万
人
の
「
朝
鮮
漂
着
民
」
が
日
本
海
沿
岸

に
着
き
、
実
質
的
に
交
易
を
行
っ
て
い
た
と

い
う
の
で
す
。
古
い
渤
海
国
（
注
7
）
の
時
期

だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
日
本
海
文
化
を
考
え
る
の
に
は
、

こ
の
二
つ
の
ル
ー
ト
、
日
本
海
幹
線
と
季
節

風
の
道
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
二
つ
の
外
回
り

コ
ー
ス
が
あ
っ
た
こ
と
を
も
意
識
せ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
。

一
つ
は
ア
ム
ー
ル
北
回
り
コ
ー
ス
。
も
う

一
つ
は
北
九
州
・
瀬
戸
内
回
り
コ
ー
ス
で
す
。

環
日
本
海
世
界
と
い
う
の
は
、
火
山
の
裾

の
よ
う
に
外
が
広
く
内
側
が
火
口
の
よ
う
に

山
が
日
本
海
の
ふ
ち
に
寄
っ
て
い
ま
す
。
大

陸
側
で
は
、
シ
ホ
テ
ア
リ
ニ
山
脈
が
沿
海
州

の
ふ
ち
を
日
本
と
隔
て
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
渤
海
国
の
出
て
き
た
ポ
シ
ェ
ッ
ト
湾
以

外
に
は
海
へ
出
る
窓
口
は
な
い
。
こ
の
た
め
、

ア
ム
ー
ル
河
が
山
を
避
け
て
北
へ
走
り
、
間

宮
海
峡
で
や
っ
と
海
に
注
ぐ
こ
と
に
な
る
。

日
本
海
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
、

シ
ホ
テ
ア
リ
ニ
山
脈
や
ア
ム
ー
ル
河
が
あ
り
、

そ
れ
が
は
る
か
北
の
間
宮
海
峡
ま
で
切
れ
ず

に
続
い
て
、
こ
の
地
勢
が
、
日
本
へ
騎
馬
民

族
や
大
陸
側
の
軍
隊
が
直
接
わ
た
っ
て
く
る

こ
と
を
防
い
で
く
れ
た
わ
け
で
す
。
た
と
え

ば
元
寇
の
際
、
元
軍
は
二
つ
の
回
り
道
、
朝

鮮
半
島
か
ら
九
州
へ
と
ア
ム
ー
ル
流
域
か
ら

樺
太
へ
の
道
で
し
か
攻
撃
で
き
ず
、
い
ず
れ

も
失
敗
し
ま
し
た
。
安
田
喜
憲
さ
ん
等
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
が
外
敵
か
ら
護
ら
れ

て
い
た
の
は
こ
の
よ
う
に
日
本
海
だ
け
で
な

く
、
沿
海
州
側
の
地
勢
の
役
割
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
。

そ
し
て
、
北
へ
伝
わ
っ
た
中
国
文
化
と
ア

ム
ー
ル
流
域
の
諸
民
族
の
文
化
は
、
間
宮
海

峡
・
サ
ハ
リ
ン
・
北
海
道
と
回
り
道
を
し
、

北
日
本
海
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
第
三
の
道
、
ア
ム
ー
ル
北
回
り
の
コ
ー

ス
で
、
安
東
氏
や
平
泉
の
藤
原
氏
を
後
ろ
か

ら
支
え
、
ま
た
能
登
以
北
の
北
日
本
海
文
化

に
以
西
と
は
異
な
っ
た
要
素
を
与
え
た
も
の

で
す
。

と
こ
ろ
で
朝
鮮
半
島
で
も
日
本
列
島
側
で

も
山
脈
が
日
本
海
側
に
偏
っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
外
側
に
位
置
す
る
黄
海
側
や
、
瀬
戸
内

・
東
海
側
の
方
に
平
野
部
が
広
が
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
中
国
文
化
が
伝
わ

る
ル
ー
ト
は
朝
鮮
半
島
の
黄
海
側
・
北
九
州

を
経
た
後
は
瀬
戸
内
・
東
海
側
を
メ
イ
ン
ル

ー
ト
に
し
ま
す
。
こ
れ
が
第
四
の
道
、
北
九

州
・
瀬
戸
内
回
り
コ
ー
ス
で
、
日
本
海
側
で

な
く
外
側
の
太
平
洋
側
の
方
に
内
海
が
あ
り

平
野
部
が
広
い
こ
と
は
、
畿
内
・
東
海
側
に

強
力
な
国
家
を
生
ぜ
し
め
、
鉄
器
を
備
え
た

権
力
を
畿
内
に
確
立
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ

れ
が
琵
琶
湖
・
若
狭
ル
ー
ト
で
日
本
海
側
へ

侵
入
し
て
き
た
の
が
、
日
本
海
文
化
の
西
か

ら
の
征
服
と
い
う
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
西
か
ら
日
本
海
幹
線
に
乗
っ
て

出
雲
や
能
登
の
輪
島
な
ど
か
ら
入
っ
て
く
る

も
の
は
文
化
的
で
す
が
、
畿
内
か
ら
日
本
海

側
に
出
て
き
た
も
の
は
征
服
的
で
す
。
し
か

し
、
森
浩
一
氏
が
古
代
日
本
海
の
「
潟
港
文

化
」（
注
8
）
が
つ
ぶ
さ
れ
た
過
程
と
し
て
言

わ
れ
た
も
の
は
、
北
へ
上
っ
て
い
く
ほ
ど
不

徹
底
で
、
北
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
近
畿
勢
力

の
力
が
弱
い
で
す
ね
。
そ
れ
が
十
三
湖
と
い

う
潟
に
拠
る
安
東
氏
を
中
世
に
立
ち
あ
が
ら

せ
る
と
共
に
、
越
中
の
西
岩
瀬
か
ら
四
方

（
潟
）
に
あ
っ
た
中
世
の
岩
瀬
港
や
放
生
津

潟
を
十
三
湊
と
結
ぶ
中
世
の
要
港
と
し
、
北

日
本
海
文
化
を
復
活
さ
せ
た
理
由
で
す
。
若

狭
以
西
は
古
代
か
ら
少
し
別
に
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
。

富
山

確
か
に
丹
後
半
島
、
琵
琶
湖
沿
岸
は

鉄
の
文
化
地
帯
。
そ
れ
が
九
頭
竜
川
、
手
取

川
、
庄
川
、
神
通
川
へ
と
東
へ
移
動
す
る
に

従
い
急
に
鉄
の
影
が
薄
く
な
る
。

北
前
船
の
意
味
の
変
遷

井
本

東
海
側
地
域
に
抑
え
ら
れ
た
み
た
い

に
見
え
た
日
本
海
文
化
が
北
部
か
ら
、
中
世

に
力
を
盛
り
返
す
。
そ
の
中
心
に
な
る
の
が

十
三
湊
で
す
。
そ
れ
を
中
心
に
中
世
が
栄
え

た
と
き
の
様
相
が
廻
船
式
目
に
顔
を
出
し
て

い
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
か
つ
て
畿
内
勢
力
の

橋
頭
堡
だ
っ
た
伏
木
は
書
か
れ
て
は
い
な
い

け
れ
ど
も
岩
瀬
が
あ
る
。

富
山

廻
船
式
目
の
七
湊
に
は
、
信
濃
川
、

阿
賀
野
川
、
最
上
川
が
入
っ
て
い
な
い
。
最

初
こ
れ
が
不
思
議
で
し
た
。
だ
ん
だ
ん
判
っ

て
き
て
、
何
故
か
に
つ
い
て
私
の
推
理
を

『
日
本
の
米
』
に
書
き
ま
し
た
。
川
と
の
つ

き
あ
い
の
技
術
上
、
出
来
な
い
相
談
だ
っ
た

と
。
大
河
川
過
ぎ
る
、
砂
丘
や
季
節
風
も
あ
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る
、
と
。
と
こ
ろ
で
北
前
船
時
代
に
な
る
と
、

七
湊
の
風
景
は
ど
う
変
わ
る
の
で
す
か
。

畠
山

北
前
船
と
い
う
言
い
方
が
お
か
し
い

の
で
す
よ
。
北
に
行
く
北
前
船
は
、
こ
こ
か

ら
藩
米
を
積
み
、
大
阪
の
蔵
屋
敷
に
通
じ
る
、

そ
う
い
う
船
を
北
前
船
と
い
う
。
そ
の
北
前

船
の
荷
主
は
藩
で
あ
り
、
大
阪
の
船
を
藩
が

チ
ャ
ー
タ
ー
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
地
元

で
造
っ
た
船
と
い
う
の
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

井
本

今
で
は
、
北
前
船
と
い
う
と
西
回
り

航
路
全
体
を
さ
す
よ
う
に
言
い
ま
す
が
、
初

期
に
は
な
ん
と
言
っ
て
も
瀬
戸
内
・
上
方
の

船
で
あ
っ
て
、
正
確
に
言
え
ば
北
陸
の
船
と

し
て
の
北
前
船
で
は
な
い
。
そ
れ
に
船
乗
り

と
し
て
北
陸
の
連
中
が
北
陸
の
米
を
運
ぶ
の

だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
乗
っ
て
い
る
と
、
彼

ら
が
だ
ん
だ
ん
と
沖
船
頭
な
ど
に
な
り
、
自

分
の
商
売
も
す
る
よ
う
に
な
り
、
加
賀
藩
も

自
分
の
土
地
の
船
を
養
う
よ
う
に
な
る
。
そ

の
よ
う
に
し
て
独
立
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
、

名
実
と
も
に
北
陸
の
船
と
し
て
の
北
前
船
に

な
る
。
そ
れ
を
地
元
で
は
バ
イ
船
と
い
う
。

犬
島

能
登
の
内
浦
か
ら
こ
ち
ら
は
バ
イ
船

と
言
っ
た
の
で
す
。
黒
部
、
入
善
、
朝
日
町

あ
た
り
、
大
体
船
乗
り
の
話
を
聞
く
と
、
佐

渡
辺
り
ま
で
が
バ
イ
船
と
言
っ
て
い
ま
す
。

畠
山

そ
の
と
き
の
格
好
が
、
チ
ャ
ー
タ
ー

し
た
も
の
を
運
ぶ
荷
船
的
な
意
味
で
は
な
し

に
、
自
分
が
船
主
に
な
っ
て
買
い
積
み
を
し

て
、
買
い
積
み
し
た
荷
物
を
自
分
で
売
り
に

行
く
た
め
に
売
買
の
「
バ
イ
」
を
使
っ
て
バ

イ
船
と
言
っ
た
の
で
す
。

バ
イ
船
が
最
初
に
出
現
し
て
き
た
の
は
、

能
登
の
外
浦
で
一
七
五
○
年
前
後
、
能
登
の

内
浦
で
盛
ん
に
な
る
の
は
一
八
○
○
年
頃
か

ら
で
す
。

井
本

富
山
湾
沿
岸
に
つ
い
て
言
う
と
、
大

体
小
矢
部
川
水
系
辺
り
が
一
八
一
五
〜
二
○

年
ぐ
ら
い
か
ら
で
、
こ
こ
ら
辺
に
な
っ
て
く

る
と
一
八
三
○
年
前
後
で
す
。
で
す
か
ら
、

長
者
丸
が
西
岩
瀬
の
港
を
出
た
と
同
じ
頃
、

一
八
三
八
年
で
す
。

富
山

長
者
丸
も
い
わ
ゆ
る
バ
イ
船
で
す
か
。

井
本

バ
イ
船
で
す
が
、
西
岩
瀬
か
ら
出
ま

し
た
。
あ
の
こ
ろ
は
す
で
に
川
が
こ
っ
ち
へ

来
て
、
東
岩
瀬
の
人
口
が
増
え
出
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
西
岩
瀬
の
港
は
小

さ
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
東
岩
瀬
が
加
賀

藩
に
属
し
て
い
た
の
で
、
富
山
藩
に
と
っ
て

は
西
岩
瀬
の
港
は
唯
一
の
大
事
な
港
で
し
た
。

富
山
藩
と
い
う
の
は
、
神
通
川
の
西
の
岸
に

沿
っ
て
細
長
い
の
で
、
そ
こ
が
海
へ
の
出
口

で
し
た
。
だ
か
ら
、
富
山
藩
の
商
人
だ
っ
た

船
主
の
能
登
屋
は
、
長
者
丸
を
西
岩
瀬
か
ら

出
し
た
の
で
す
。

富
山

富
山
湾
以
外
の
本
拠
地
は
福
井
で
す

か
。

井
本

越
前
三
国
・
橋
立（
現
・
加
賀
市
内
）、

加
賀
の
宮
越
、
能
登
の
つ
け
根
あ
た
り
か
ら

と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
ね
。

加
賀
の
宮
越
、
つ
ま
り
現
在
の
金
岩
は
、

銭
屋
五
兵
衛
（
注
9
）
が
出
て
く
る
と
こ
ろ
で

す
。
け
れ
ど
も
、
加
賀
の
殿
様
自
身
が
大
事

な
米
を
載
せ
る
に
は
、
上
方
船
と
い
う
、
朝

鮮
ま
で
往
復
し
て
い
た
よ
う
な
経
験
を
も
つ

連
中
に
任
せ
る
と
い
う
の
が
最
初
の
姿
勢
で

す
。
自
国
の
船
を
培
養
す
る
と
い
う
姿
勢
は

初
め
は
弱
い
わ
け
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
自
国

の
船
を
信
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
北
陸
の
船

と
い
う
意
味
で
の
北
前
船
と
い
う
も
の
が
台

頭
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
初
め

は
雇
っ
て
い
る
上
方
船
や
瀬
戸
内
船
で
、
そ

の
沖
船
頭
と
し
て
越
中
者
な
り
、
加
賀
者
な

り
が
台
頭
し
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
最

初
は
、
船
主
は
関
西
の
人
た
ち
で
、
加
賀
藩

が
雇
う
か
た
ち
で
し
た
。
そ
の
上

―

犬
島

富
山
の
場
合
は
、
西
回
り
航
路
で
大

阪
へ
米
を
運
ぶ
と
い
う
海
運
が
始
ま
っ
て
し

ば
ら
く
し
た
ら
、
加
賀
藩
が
止
め
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
い
っ
た
ん
衰
退
期
に
入
り
ま
し
た
ね
。

富
山

す
る
と
、
日
本
海
側
は
、
船
主
の
基

地
と
い
う
よ
り
も
、
港
湾
都
市
と
し
て
栄
え

る
わ
け
で
す
ね
。

井
本

そ
う
で
す
が
、
後
に
な
り
、
北
前
船

と
言
え
る
段
階
で
は
船
主
自
身
も
北
陸
人
に

な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
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明治44年陸地測量部2万分の1地形図「東岩瀬」より（※）

（7）
渤
海
国
　
七
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
初
に
か
け
て
、
現
在

の
中
国
東
北
地
方
、
朝
鮮
半
島
北
部
、
お
よ
び
ロ
シ
ア

沿
海
州
に
ま
た
が
っ
て
存
在
し
た
国
家
。
七
二
七
年
、

日
本
に
使
節
を
派
遣
し
九
一
九
年
ま
で
三
四
回
の
使
節

が
来
日
し
た
。

（8）
潟
港
文
化
　
対
岸
大
陸
か
ら
の
季
節
風
が
対
馬
暖
流
の

蒸
気
を
脊
梁
山
脈
に
吹
き
付
け
る
こ
と
で
、
世
界
屈
指

の
降
水
量
を
雪
と
し
て
保
存
す
る
日
本
海
側
で
は
、
そ

の
漸
次
の
溶
解
に
よ
っ
て
水
量
豊
富
の
大
河
川
が
多
い

か
ら
、
河
口
港
が
近
代
の
築
港
以
前
に
、
太
平
洋
側
に

お
い
て
よ
り
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
も
う
ひ
と
つ
前
に
、
日
本

海
側
で
は
縄
文
末
期
か
ら
潟
の
発
達
が
著
し
く
、
そ
れ

を
利
用
し
た
潟
港
の
ま
わ
り
に
文
化
が
栄
え
た
時
期
が

奈
良
時
代
ま
で
続
き
、
そ
の
潟
港
を
結
ぶ
水
運
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
こ
そ
、
古
代
日
本
海
文
化
の
基
盤

で
あ
っ
た
こ
と
を
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
の
森
浩
一
氏

は
指
摘
し
て
い
る
。（
森
浩
一
他
編
『
古
代
日
本
海
文
化

の
源
流
と
発
達
』
一
九
八
五
年
発
行
１
８
３
ペ
ー
ジ
を

参
照
）

（9）
銭
屋
五
兵
衛
　
（
一
七
七
三
〜
一
八
五
二
年
）
加
賀
の

豪
商
・
海
運
業
者
。
祖
先
が
宮
腰
浦
に
住
み
つ
き
銭
両

替
を
し
て
き
た
の
で
銭
屋
と
呼
ば
れ
る
。
父
の
代
に
海

運
業
を
始
め
る
が
天
明
の
不
況
に
よ
り
一
旦
廃
業
。
一

七
八
九
年
に
家
督
を
相
続
し
、
一
八
一
一
年
に
百
二
十

石
積
三
人
乗
り
の
船
を
元
手
に
海
運
業
に
乗
り
出
し
た
。

そ
の
後
、
全
国
各
地
に
支
店
を
設
け
、
蝦
夷
地
と
の
交

易
を
主
と
し
た
。
ま
た
大
坂
回
米
、
米
相
場
で
巨
富
を

築
い
た
が
、
晩
年
は
河
北
潟
干
拓
計
画
に
関
連
し
て
執

政
奥
村
栄
実
の
政
敵
黒
羽
織
党
ら
に
謀
ら
れ
て
入
牢
、

獄
死
し
た
。



回
船
問
屋
は
魚
肥
で
大
儲
け

富
山

北
前
船
で
こ
し
ら
え
た
資
産
に
つ
い

て
う
か
が
い
た
い
の
で
す
が
。
ど
の
よ
う
に

儲
け
た
の
で
す
か
。
あ
の
す
ご
い
屋
敷
。

畠
山

住
む
番
頭
と
、
派
遣
す
る
番
頭
が
い

る
の
で
す
が
、
派
遣
す
る
番
頭
が
細
か
い
文

（
ふ
み
）
を
書
い
て
く
る
の
で
す
。
い
つ
ご

ろ
何
々
を
持
っ
て
来
い
と
書
い
て
く
る
の
で

す
。
そ
れ
を
受
け
取
り
ま
し
て
、
そ
の
荷
物

を
集
め
て
積
ん
で
行
く
の
で
す
。
多
か
っ
た

の
は
食
料
品
、
ワ
ラ
、
工
芸
品
、
で
す
。
運

び
先
は
能
登
を
通
じ
て
佐
渡
島
、
そ
れ
か
ら

東
北
の
北
の
方
と
松
前
と
。

富
山

そ
う
す
る
と
、
佐
渡
へ
も
、
こ
ち
ら

か
ら
積
み
荷
を
持
っ
て
行
き
、
下
ろ
す
の
で

す
か
。

井
本

売
買
の
値
段
次
第
で
す
。
昔
に
遡
る

ほ
ど
い
ろ
い
ろ
な
商
品
を
売
っ
た
り
買
っ
た

り
。
で
も
北
向
き
で
一
番
メ
イ
ン
に
な
る
の

は
、
松
前
に
持
っ
て
い
く
米
と
ワ
ラ
製
品
、

持
っ
て
帰
る
も
の
は
北
海
海
産
物
。
途
中
に

秋
田
の
杉
と
か
、
そ
う
い
う
時
期
も
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
初
期
に
は
材
木
船
、
つ
ま
り

北
の
方
の
森
林
と
北
海
海
産
物
が
南
へ
流
れ

る
。
北
へ
流
れ
る
の
は
稲
作
と
農
耕
関
係
か

ら
生
じ
た
も
の
で
す
ね
。
西
向
き
で
は
関
西

へ
の
米
と
北
海
魚
肥
。

富
山

い
つ
も
思
う
の
で
す
が
、
北
海
道
で

そ
れ
だ
け
需
要
が
あ
り
ま
し
た
か
。
人
口
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

井
本

近
代
で
は
、
北
海
道
の
開
拓
が
進
む

に
従
っ
て
米
の
需
要
が
増
し
ま
す
。
し
か
し
、

初
め
、
こ
こ
ら
辺
の
北
前
船
は
、
畠
山
さ
ん

の
出
発
点
の
よ
う
に
魚
肥
が
多
か
っ
た
。
他

の
連
中
も
米
を
持
っ
て
い
く
よ
り
は
北
海
肥

料
を
持
っ
て
帰
る
方
が
儲
け
に
な
っ
た
の
で

す
。
こ
こ
（
岩
瀬
・
大
町
）
の
並
び
は
肥
料

屋
さ
ん
で
す
よ
、
私
の
家
の
隣
り
も
肥
料
屋

さ
ん
で
し
た
し
。
米
は
瀬
戸
内
、
上
方
へ
持

っ
て
い
っ
た
方
が
儲
か
る
と
い
う
の
が
明
治

の
前
期
ま
で
で
す
。
明
治
の
中
期
か
ら
北
海

道
が
開
拓
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
米
の
流
れ
が

だ
ん
だ
ん
と
逆
に
な
る
の
で
す
。
北
海
道
は

後
々
ま
で
米
は
一
部
で
し
か
と
れ
ま
せ
ん
で

し
た
か
ら
。

畠
山

北
海
道
の
松
前
藩
の
石
高
を
調
べ
ま

す
と
、
最
初
は
一
万
石
位
で
し
た
が
、
元
禄

に
は
十
万
に
な
り
、
天
保
以
後
は
三
十
万
位

で
す
。

井
本

松
前
藩
の
場
合
、
石
高
は
ニ
シ
ン
の

漁
獲
量
を
換
算
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
消
費

者
は
漁
業
人
口
で
し
た
。
近
代
に
移
民
が
進

む
に
従
い
、
米
は
北
海
道
で
売
れ
る
よ
う
に

な
る
し
、
日
露
戦
争
後
は
樺
太
に
も
売
れ
る

よ
う
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
明
治
の
少
な
く

と
も
中
期
ま
で
は
、
こ
こ
ら
辺
の
米
の
流
れ

は
関
西
向
き
が
大
き
か
っ
た
。

犬
島

肥
料
の
売
り
買
い
と
い
う
の
は
、

す
さ
ま
じ
い
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
例

え
ば
、
私
が
聞
い
て
い
る
話
で
は
、
近
郷
近

在
の
農
家
が
、
例
え
ば
畠
山
さ
ん
の
と
こ
ろ

へ
ニ
シ
ン
か
す
を
買
い
に
来
る
と
し
ま
す
ね
。

「
旦
那
さ
ん
、
金
が
な
い
が
で
」
と
言
い
ま

す
で
し
ょ
う
。「
な
く
て
も
い
い
ぞ
。
あ
る

と
き
払
い
の
催
促
な
し
で
持
っ
て
い
け
」
と

な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
持
っ
て
帰
っ
て
使

う
。
し
か
し
、
米
の
取
れ
高
が
良
い
時
も
あ

れ
ば
悪
い
と
き
も
あ
り
、
だ
い
た
い
農
家
は

ひ
い
ひ
い
言
っ
て
い
ま
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、

「
お
前
の
と
こ
ろ
の
土
地
を
よ
こ
せ
」
と
な

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
辺
の
北
前

船
関
係
者
は
土
地
持
ち
に
ど
ん
ど
ん
成
長
し

て
い
っ
て
巨
大
な
地
主
に
な
る
わ
け
で
す
。

畠
山

つ
ま
り
、
土
地
の
名
義
を
書
き
換
え

て
、
小
作
に
貸
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。

犬
島

今
度
は
、
小
作
人
に
き
ち
ん
と
肥
料

を
提
供
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
る
。
そ
こ

で
、
米
田
さ
ん
の
と
こ
ろ
の
場
合
だ
と
、
自

分
の
と
こ
ろ
が
抱
え
て
い
る
小
作
に
き
ち
ん

と
肥
料
を
提
供
し
て
、
き
ち
ん
と
米
を
つ
く

っ
て
も
ら
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
限
っ
て
の
み

の
商
い
だ
と
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、

あ
の
人
は
土
地
を
非
常
に
た
く
さ
ん
持
っ
て

い
て
、
べ
ら
ぼ
う
な
も
の
で
す
。
儲
け
る
と

21

ニシンを釜で煮て石で締め付け、油を採る。搾り粕は左方の筵で乾してニシン粕とする。釜は木枠の横に
見え、堀り穴をカマドにして右端の木片を燃料にする（写真は留萌海岸）（※）

四角い木枠で油を採った後のニシン粕。ほ
ぐして干して肥料として売る。（内田五郎
『鰊場物語』昭和53年より）（※）

鱈の内臓を除去する作業（※）
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北前船から北洋漁業へ

農
地
に
変
え
、
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
い

く
。

井
本

こ
の
パ
タ
ー
ン
は
世
界
的
に
見
て
も

そ
う
で
す
ね
。
例
え
ば
、
地
中
海
の
海
運
と

い
う
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
勢
力
が
入
っ
て
く
る

と
か
、
大
西
洋
貿
易
が
発
展
し
だ
す
と
か
、

危
険
を
感
じ
出
す
と
、
土
地
持
ち
に
変
わ
る

の
で
す
。

海
運
業
者
は
危
険
だ
と
い
う
と
地
主
に
変

わ
る
の
で
す
。
バ
ル
ト
海
沿
岸
の
ハ
ン
ザ
同

盟
も
そ
う
で
す
。
末
期
に
な
る
と
み
ん
な
土

地
持
ち
に
変
わ
る
。

肥
料
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
肥
料
は
あ

く
ま
で
も
米
作
り
の
た
め
の
肥
料
と
い
う
の

が
北
陸
の
大
き
な
特
色
で
す
。
北
前
船
が
瀬

戸
内
へ
肥
料
を
運
ん
で
い
く
と
、
瀬
戸
内
で

は
綿
を
、
徳
島
で
は
藍
を
作
っ
て
い
て
、
肥

料
と
交
換
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
北
陸
で
は

昔
か
ら
水
稲
単
作
で
来
て
い
ま
す
の
で
、
や

は
り
米
作
り
の
た
め
の
肥
料
と
な
る
わ
け
で

す
。沿

海
州
　
買か

い

魚ぎ
ょ

の
始
ま
り

富
山

さ
て
、
少
し
話
を
展
開
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。
北
洋
漁
業
と
先
ほ
ど
か
ら

出
て
く
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
そ
の
位
置
づ

け
で
す
。
ま
ず
漁
場
の
広
が
り
と
、
こ
れ
が

北
前
船
と
関
係
な
い
の
か
あ
る
の
か
伺
い
た

い
。

井
本

日
本
海
幹
線
は
南
北
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
明
治
二
十
年
前
後

か
ら
洋
式
帆
船
が
普
及
し
ま
す
し
、
明
治
三

十
年
前
後
に
海
運
の
産
業
革
命
が
起
こ
り
、

動
力
船
で
日
本
海
を
横
に
も
渡
る
よ
う
に
な

る
。
大
陸
へ
向
か
っ
て
横
に
行
く
。
昔
は
季

節
風
に
乗
っ
て
渤
海
国
か
ら
来
て
、
帰
る
の

は
風
向
き
が
逆
に
な
る
時
で
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
風
が
ど
う
あ
ろ
う
と
も
行
き
た
い
時
に

東
西
に
横
切
る
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
日
本
海

に
産
業
革
命
が
お
こ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が

明
治
三
十
年
か
ら
日
露
戦
争
の
時
期
で
す
。

こ
の
と
き
に
、
ニ
コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
へ
の

魚
買
い
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
の
で
す
。

「
買
魚
」
カ
イ
ウ
オ
と
呼
ば
な
い
で
カ
イ
ギ

ョ
と
呼
び
ま
す
。
買
う
の
は
サ
ケ
・
マ
ス
で

す
。
日
本
列
島
側
は
北
海
道
で
も
、
樺
太
で

も
そ
う
で
す
が
、
ニ
シ
ン
が
主
で
す
。
と
こ

ろ
が
沿
海
州
側
で
は
サ
ケ
・
マ
ス
、
カ
ム
チ

ャ
ツ
カ
で
も
や
は
り
サ
ケ
・
マ
ス
が
中
心
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
に
蟹
・
タ
ラ
。

富
山

そ
れ
は
肥
料
の
た
め
で
す
か
。

井
本

ニ
シ
ン
は
肥
料
で
す
が
サ
ケ
・
マ
ス

は
食
用
で
す
。
そ
れ
に
昆
布
も
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
沿
海
州
側
に
な
る
と
サ
ケ
・
マ

ス
が
中
心
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
ニ

コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
へ
行
き
、
サ
ケ
・
マ
ス
を

買
っ
て
帰
っ
て
く
る
。

だ
い
た
い
高
井
文
治
（
注
10
）
が
明
治
の
日

露
戦
争
ち
ょ
っ
と
前
、
明
治
三
十
年
前
後
か

な
。
私
の
本
（「
北
前
の
記
憶
」）
に
も
、
沿

海
州
買
魚
の
始
ま
り
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

本
格
的
に
な
る
の
は
明
治
三
一
年
に
東
岩
瀬

の
高
井
文
治
が
行
く
と
、
そ
れ
よ
り
ち
ょ
っ

と
先
に
新
湊
の
連
中
が
明
治
二
十
年
代
か
ら

始
め
て
い
ま
す
ね
。

沿
海
州
の
海
岸
に
は
、
ポ
シ
ェ
ッ
ト
湾
か

ら
北
は
山
脈
が
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
。
だ
か

ら
、
ア
ム
ー
ル
河
が
間
宮
海
峡
へ
口
を
開
く

所
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
、
サ
ケ
・
マ
ス
が
大

量
に
あ
が
る
よ
う
な
大
き
な
川
が
な
か
っ
た

の
で
す
。

ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
が
ロ
シ
ア
の
手
に
入
っ

た
の
は
比
較
的
新
し
い
の
で
、
ア
ム
ー
ル
河

沿
岸
が
古
く
か
ら
文
化
的
に
も
漁
業
的
も
発

達
し
て
い
た
。
た
だ
、
ニ
コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク

買
魚
の
時
代
と
い
う
の
は
、
ソ
連
に
な
る
前

だ
け
で
主
に
ロ
シ
ア
人
が
と
っ
て
、
日
本
の

岩
瀬
の
連
中
や
新
湊
の
連
中
は
、
そ
れ
を
買

っ
て
帰
っ
て
き
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
買

魚
と
言
っ
た
。

富
山

自
分
で
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
ね
。

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
に
定
置
網
を
は
る

犬
島

そ
こ
の
漁
場
は
富
山
県
人
が
開
拓
し

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
サ

ケ
・
マ
ス
の
定
置
網
を
。

井
本

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
は
そ
う
で
し
ょ
う
。

ニ
コ
ラ
イ
エ
フ
ス
ク
付
近
で
も
、
ロ
シ
ア
人

の
名
義
で
実
際
に
は
日
本
人
が
漁
場
を
経
営

し
て
い
た
と
い
う
の
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
沿
海
州
の
方
は
富
山
で
も
新
湊
の
連

中
が
多
く
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
新
潟
も
早
い
。
そ

の
先
に
、
樺
太
が
日
本
と
ロ
シ
ア
の
ど
ち
ら

の
も
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
時
代
が
あ
り
ま

（10）
高
井
文
治
（
た
か
い
ぶ
ん

じ
）
明
治
三
○
年
、
岩
瀬

か
ら
帆
船
岩
勢
丸
で
ニ
コ

ラ
イ
エ
フ
ス
ク
に
航
海
し
、

最
初
に
買
魚
を
始
め
た
。

70～150メートルの深さに棲息する鱈は
3月から5月が釣り漁期（※）

網揚げした鮭を浜でウインチで吊って揚
げる。（※）

鱈を処理する女性たち（※）

干し鱈には棒鱈と開き鱈の2通りがある。
開き鱈は鱈を切り開いて薄塩を施して日
干しする。（※）
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し
た
ね
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的

な
経
過
が
あ
る
か
ら
、
樺
太
へ
は
早
く
か
ら

税
金
な
し
で
漁
業
に
行
け
た
。
そ
う
い
う
時

期
に
新
湊
の
米
田
六
四
郎
と
い
う
の
と
岩
瀬

の
宮
城
彦
次
郎
さ
ん
、
畠
山
先
生
や
私
の
ひ

い
じ
い
さ
ん
で
す
が
、
彼
ら
が
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
治
三
四
年
で
す
。

富
山

カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
へ
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
行
く
の
で
す
か
。

井
本

宗
谷
海
峡
を
通
り
ま
す
。
こ
こ
は
暖

流
と
寒
流
が
ぶ
つ
か
る
と
こ
ろ
で
、
霧
が
す

ご
い
。
こ
こ
を
走
る
の
が
怖
か
っ
た
と
い
う

話
で
す
ね
。
ボ
ー
ボ
ー
汽
笛
を
鳴
ら
し
な
が

ら
行
く
が
、
気
味
悪
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
秋
に
戻
っ
て
く
る
時
の
台
風
シ

ー
ズ
ン
で
す
が
、
畠
山
さ
ん
の
と
こ
ろ
明
治

丸
も
、
こ
こ
で
や
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
一
方

で
北
前
船
の
運
ん
だ
北
海
産
物
は
近
世
以
来

「
長
崎
俵
物
」
と
し
て
も
、
ま
た
昆
布
の
よ

う
に
沖
縄
を
通
じ
て
も
中
国
に
行
っ
て
い
ま

す
。財

産
三
分
法

土
地
・
株
式
・
漁
業

富
山

日
本
人
が
北
洋
へ
開
発
の
ク
ワ
を
入

れ
た
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
今
ま
で
の
漁
民

が
行
く
の
で
す
か
。
北
前
船
の
人
た
ち
と
関

係
が
あ
る
の
で
す
か
。

井
本

だ
い
た
い
北
前
船
主
か
ら
転
業
し
た

人
た
ち
が
開
拓
者
で
す
。

こ
れ
に
は
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ

り
ま
し
た
。
太
平
洋
側
の
政
商
・
財
閥
系
の

汽
船
会
社
が
日
本
海
に
入
っ
て
き
て
、
北
前

の
連
中
が
積
ん
で
運
ん
で
い
た
米
や
ニ
シ
ン

の
荷
を
さ
ら
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。
汽
船
の

方
が
帆
船
よ
り
あ
ら
ゆ
る
点
で
有
利
で
積
載

量
も
比
べ
も
の
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
帆

船
を
生
か
す
道
と
し
て
、
漁
具
や
漁
夫
食
糧

を
運
ぶ
北
洋
漁
業
主
に
変
わ
っ
て
行
く
の
で

す
。

畠
山

財
産
三
分
法
を
や
っ
て
い
ま
し
て
、

三
分
の
一
は
地
面
に
投
資
、
三
分
の
一
は
株

式
に
投
資
、
残
り
三
分
の
一
は
漁
業
に
投
資

す
る
の
で
す
。

井
本

危
険
度
の
分
散
と
い
う
わ
け
で
す
。

運
送
業
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
買
い
積
み

船
の
時
代
が
残
念
な
が
ら
終
わ
る
と
、
無
理

し
て
洋
式
帆
船
ま
で
は
買
う
の
で
す
。
幕
府

の
大
船
禁
止
令
で
和
船
は
長
い
あ
い
だ
一
枚

帆
で
し
た
。
そ
れ
が
洋
式
帆
船
で
は
帆
が
何

本
も
あ
っ
て
回
転
が
自
由
に
な
り
ま
す
。

1俵に米4斗（60キロ）を詰めて移送に耐えるよう縄で結うのは
力技として難しい。（※）

東岩瀬の対岸の八幡村で肥料（魚肥と思われる）を持ち帰る農民たち。
明治42年『富山県婦負群実業写真帖』より（※）

農作業に必要なワラ製品はバンドリ、もっこ、草鞋、筵、縄、箒、笠、
俵など、たくさんあった。自家用だけでなく家の副収入としても大切だ
った。明治末期の婦負郡杉原村におけるワラ加工の様子（『富山県婦負郡
実業写真帖』明治42年より）（※）

し
か
し
、
汽
船
ま
で
買
え
る
と
い
う
の
は
、

岩
瀬
で
は
馬
場
さ
ん
く
ら
い
し
か
い
な
い
。

昨
日
見
学
し
た
森
さ
ん
も
一
時
は
持
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
が
。
新
湊
・
伏
木
に
は
そ
れ

ぞ
れ
い
ま
し
た
し
、
福
井
県
に
も
大
家
・
広

海
・
右
近
な
ど
は
汽
船
会
社
に
な
り
ま
し
た
。

で
も
、
汽
船
会
社
に
な
っ
て
も
財
閥
系
の

日
本
郵
船
に
は
対
抗
が
難
し
い
。
荷
物
は
大

部
分
を
汽
船
が
と
っ
て
い
く
。
で
は
、
北
前

の
持
ち
船
で
あ
る
帆
船
を
ど
う
使
う
か
と
い

う
こ
と
で
、
北
洋
漁
場
へ
も
っ
て
い
く
わ
け

で
す
。
漁
場
に
は
食
べ
る
時
の
米
も
い
り
ま

す
し
、
帰
り
に
サ
ケ
・
マ
ス
も
積
ん
で
来
た

い
し
、
網
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
道
具
を
積
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
持
ち

船
を
北
洋
遠
征
に
活
用
し
た
、
漁
業
主
に
な

る
こ
と
に
使
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

米
騒
動
はな

ぜ
海
か
ら
始
ま
っ
た
か

富
山

と
こ
ろ
で
富
山
湾
と
い
え
ば
米
騒
動

発
祥
の
地
で
す
。
米
騒
動
は
な
ん
で
海
と
関

係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

井
本

有
名
な
米
騒
動
、
つ
ま
り
大
正
の
米

騒
動
の
以
前
に
、
一
般
に
食
糧
騒
擾
と
い
わ

れ
る
も
の
が
近
世
に
、
商
売
が
盛
ん
に
な
っ

て
く
る
と
出
て
き
ま
す
。

商
品
経
済
の
成
長
の
中
で
貧
し
い
階
層
が

分
離
さ
れ
て
出
て
く
る
一
方
で
、
基
本
消
費

財
で
あ
る
穀
物
な
ど
が
商
品
と
な
り
、
価
格

が
投
機
的
に
変
動
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で

す
。北

前
船
は
米
を
主
要
商
品
の
一
つ
に
す
る

の
で
す
か
ら
、
北
陸
で
は
、
北
前
船
が
盛
ん
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北前船から北洋漁業へ

に
な
っ
て
く
る
宝
暦
の
時
代
か
ら
米
騒
動
が

頻
繁
に
お
こ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
北
前
船
と
直
接
の
つ
な
が
り
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
万
人
の
命

に
か
か
わ
る
基
本
消
費
財
で
あ
る
食
糧
、
こ

と
に
穀
物
を
投
機
的
な
商
品
に
し
て
、
そ
の

価
値
変
動
を
抑
え
ら
れ
な
い
と
い
う
、
そ
の

時
代
の
社
会
の
構
造
に
原
因
が
あ
る
の
で
す
。

近
世
後
半
か
ら
近
代
前
半
に
か
け
て
の
日
本

は
そ
う
で
し
た
。

大
き
く
分
け
る
と
米
騒
動
に
二
種
類
あ
り

ま
し
て
、
一
つ
は
、
大
消
費
地
帯
で
起
き
る

も
の
。
例
え
ば
、
江
戸
や
大
坂
の
米
騒
動
。

こ
れ
は
純
粋
に
消
費
地
へ
輸
出
し
た
連
中
が
、

そ
れ
を
売
る
と
き
に
高
く
売
る
た
め
に
起
こ

る
移
入
地
帯
型
の
米
騒
動
で
す
。
大
坂
や
江

戸
、
そ
こ
へ
入
る
主
要
街
道
沿
い
の
都
市
に

多
い
も
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
海
側
で
起
こ
る
も
の
は
、

持
ち
出
さ
れ
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
の
で

騒
ぐ
移
出
地
帯
型
の
米
騒
動
で
す
。

こ
の
型
は
、
近
世
に
お
い
て
は
加
賀
と
越

前
で
も
三
国
辺
り
ま
で
、
そ
こ
ら
辺
が
一
つ

の
中
心
、
も
う
一
つ
は
新
潟
、
佐
渡
あ
た
り

が
中
心
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
は
面
白
い
の
で
す

け
れ
ど
も
山
形
盆
地
の
最
上
川
沿
岸
が
一
つ
。

大
石
田
中
心
で
す
ね
。
近
世
の
移
出
地
帯
型

米
騒
動
は
そ
う
い
う
所
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、

細
か
く
見
れ
ば
東
北
の
北
上
川
沿
い
、
九
州

の
筑
後
川
沿
岸
に
も
あ
る
の
で
す
ね
。

地
方
で
は
だ
い
た
い
移
出
地
帯
型
と
言
え

ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
も
地
域
の
大
筋
と
し
て

言
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
中
に
あ

っ
て
も
、
金
沢
や
富
山
・
盛
岡
な
ど
の
城
下

町
の
中
心
都
市
は
消
費
人
口
が
集
中
し
て
い

ま
す
か
ら
、
そ
の
都
市
だ
け
で
見
れ
ば
消
費

地
型
と
言
え
る
の
で
す
。

北
陸
の
米
騒
動
は
明
治
に
な
る
と
富
山
が

中
心
に
な
る
。
実
は
、
加
賀
藩
の
実
高
百
二

十
万
石
と
い
っ
た
米
の
五
十
数
パ
ー
セ
ン
ト

は
越
中
の
米
で
、
能
登
が
二
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
位
。
つ
ま
り
、
加
賀
自
身
の
米
と
い
う
の

は
多
く
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
取
っ

て
い
っ
て
、
金
沢
城
下
で
殿
様
に
気
に
入
ら

れ
て
い
る
特
権
商
人
た
ち
が
宮
腰
、
つ
ま
り

金
石
辺
り
か
ら
積
み
出
す
。
そ
う
い
う
こ
と

で
金
沢
と
加
賀
は
近
世
米
騒
動
の
中
心
だ
っ

た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
米
が
廃
藩
置
県
で
富
山

県
へ
戻
っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る

と
、
富
山
の
地
主
が
海
岸
地
帯
の
商
売
人
と

提
携
し
て
、
海
岸
線
か
ら
運
び
出
す
も
の
を

氷
見
・
伏
木
か
ら
泊
ま
で
の
海
岸
都
市
の
庶

民
が
見
せ
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
、
明
治
に
な
る
と
俄
然
富
山
湾
沿
岸
の
米

騒
動
が
発
生
し
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
以
前

は
、
富
山
県
の
米
騒
動
は
大
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
す
。

富
山

水
橋
に
行
く
と
海
岸
に
、
米
騒
動
発

祥
の
記
念
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。

井
本

水
橋
で
は
近
世
に
も
あ
っ
た
ら
し
い

の
で
す
が
、
多
く
な
る
の
は
明
治
か
ら
で
す
。

特
に
東
水
橋
で
す
。

犬
島

い
わ
ゆ
る
日
本
列
島
全
体
を
揺
る
が

す
大
事
件
と
し
て
の
米
騒
動
の
一
番
最
初
は

水
橋
だ
と
い
う
の
が
説
で
す
ね
。

井
本

そ
れ
は
一
九
一
八
年
（
大
正
七
年
）

の
米
騒
動
の
こ
と
で
す
。
時
代
に
よ
っ
て
発

生
中
心
が
動
く
の
で
す
。
明
治
の
前
半
に
最

も
激
し
か
っ
た
の
は
県
西
半
の
高
岡
・
伏
木

と
、
そ
の
周
辺
の
新
湊
（
昔
の
放
生
津
）、

石
動
（
今
の
小
谷
部
市
の
核
）
な
ど
で
す
。

も
ち
ろ
ん
富
山
市
な
ど
県
東
も
あ
り
ま
し
た
。

犬
島

岩
瀬
に
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
。

井
本

そ
う
で
す
。
水
橋
、
魚
津
、
滑
川
や

生
地
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
明
治
後
半

に
は
県
東
半
、
こ
と
に
海
岸
都
市
に
偏
っ
て

き
て
魚
津
が
中
心
に
な
り
ま
す
が
、
大
正
七

魚津では男たちが仲仕を独占し、日中戦争で男手がなくなるま
で女性は仲仕になれなかった。倉から胴舟まで運ばれるムシロ。
北海道や樺太の漁業・肥料の包装用に大量に移出された。大正
期の写真（『目で見る富山市の100年』郷土出版社・1993年より）。
（※）

浜から艀で沖の蒸気船まで米を積み出す。（大正頃の滑川で）（※）

近世米騒動分布
『歴史評論』1988年7月　米騒動特集号より（※）



年
の
米
騒
動
の
時
に
は
、
も
う
中
心
が
水
橋

・
滑
川
に
移
っ
て
い
ま
す
。
最
初
に
始
ま
っ

た
の
は
東
水
橋
、
最
大
に
な
っ
た
の
滑
川
で
、

全
国
化
し
た
の
も
水
橋
・
滑
川
の
そ
れ
が
伝

え
ら
れ
た
か
ら
で
、
魚
津
か
ら
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

犬
島

日
常
茶
飯
の
よ
う
に
起
き
て
い
る
の

で
す
。

井
本

北
陸
に
は
、
関
西
へ
運
ぶ
に
せ
よ
、

北
海
道
へ
運
ぶ
に
せ
よ
、
は
っ
き
り
い
っ
て

米
し
か
商
売
は
な
い
の
で
す
。
ワ
ラ
製
品
は

持
ち
出
せ
る
。
け
れ
ど
も
関
西
の
様
に
菜
種

を
つ
く
る
と
か
、
綿
を
つ
く
る
と
か
、
そ
う

い
う
付
加
価
値
の
高
い
商
品
開
発
が
な
い
。

特
に
、
加
賀
藩
は
米
を
も
っ
ぱ
ら
作
ら
せ
て

売
っ
た
。
そ
れ
が
北
前
船
を
栄
え
は
さ
せ
た

け
れ
ど
も
、
陸
上
の
産
業
と
し
て
は
米
以
外

の
も
の
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
米
し
か
な
い

の
に
、
そ
の
米
を
売
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ

て
、
米
騒
動
が
起
き
る
。

富
山

見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
は
ど
う
い
う
人

た
ち
で
す
か
。

井
本

米
を
積
み
出
す
海
岸
線
の
連
中
が
見

せ
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
内
陸
で
も
集
散

地
、
例
え
ば
上
市
だ
と
か
、
五
百
石
だ
と
か

に
、
岩
瀬
や
水
橋
へ
持
ち
出
す
仲
介
業
者
が

い
る
。
そ
う
い
う
在
郷
町
の
米
問
屋
へ
押
し

掛
け
た
。

富
山

押
し
掛
け
る
の
は
一
般
の
人
で
す
か
。

井
本

町
の
庶
民
、
つ
ま
り
米
の
生
産
者
で

な
く
て
消
費
者
で
す
。

富
山

農
民
で
は
な
く
て
。

井
本

農
民
が
騒
ぐ
の
は
、
飢
饉
や
不
作
の

年
の
秋
か
ら
暮
れ
に
か
け
て
で
、
年
貢
や
小

作
料
を
減
ら
し
て
く
れ
と
い
う
形
で
し
た
。

米
騒
動
の
主
役
は漁

村
の
女
性
た
ち

富
山

つ
ま
り
、
米
騒
動
は
一
揆
と
は
違
う

わ
け
で
す
ね
。

井
本

農
民
一
揆
、
つ
ま
り
生
産
者
の
一
揆

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
え
て
言
え
ば
消
費
者

の
一
揆
で
す
。
だ
か
ら
季
節
的
も
違
う
わ
け

で
す
。
都
市
の
連
中
は
、
米
の
値
の
上
が
る

端
境
期
に
騒
ぐ
。

富
山

女
性
が
中
心
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、

ど
う
い
う
理
由
で
す
か
。

井
本

海
浜
の
男
た
ち
は
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
や

北
海
道
へ
出
稼
ぎ
漁
業
者
と
し
て
、
あ
る
い

は
汽
船
の
海
運
労
働
者
と
し
て
連
れ
出
さ
れ

て
い
る
。

財
布
の
一
切
を
任
さ
れ
て
い
て
、
鼻
息
は

荒
い
し
強
い
女
た
ち
。
米
の
値
段
が
上
が
る

時
に
は
、
彼
女
た
ち
が
戦
う
よ
り
ほ
か
な
い
。

男
は
い
な
い
。
男
が
帰
っ
て
き
て
も
「
や
っ

と
北
海
道
・
樺
太
か
ら
帰
っ
て
き
た
の
だ
か

ら
寝
さ
せ
て
く
れ
」
と
か
、「
女
の
や
る
こ

と
だ
」
と
初
め
は
逃
げ
る
。
し
か
し
騒
ぎ
が

大
き
く
な
る
と
出
て
き
ま
す
。

富
山

米
騒
動
の
始
ま
り
は
女
性
た
ち
。

犬
島

は
い
。
浜
の
お
っ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
で
す
。

井
本

特
に
浜
の
ほ
う
は
女
性
で
す
。
し
か

し
た
と
え
ば
富
山
市
と
か
高
岡
市
の
よ
う
な

都
市
部
で
は
男
性
が
増
え
ま
す
。
高
岡
の
明

治
二
三
年
の
米
騒
動
で
は
男
性
の
大
集
団
が

打
ち
毀
す
、
火
を
か
け
る
で
、
高
岡
の
米
商

会
所
に
集
ま
る
米
商
た
ち
の
家
を
軒
並
み
壊

し
ま
し
た
。
投
機
的
な
売
り
買
い
や
輸
出
で

庶
民
の
迷
惑
を
省
み
な
い
、
と
平
生
か
ら
に

ら
ん
で
い
る
連
中
を
打
ち
壊
す
わ
け
で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
大
き
な
都
市
の
場
合
で
す
。

浜
と
違
っ
て
。

富
山

浜
の
お
っ
か
ち
ゃ
ん
た
ち
と
は
、
漁

民
の
お
母
さ
ん
た
ち
で
す
ね
。

井
本

層
と
し
て
は
そ
う
で
す
が
、
明
治
も

日
露
戦
争
後
に
な
る
と
別
の
要
素
が
加
わ
っ

て
き
ま
す
。

日
露
戦
争
後
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
で
有
利

な
条
件
を
獲
得
し
た
北
洋
漁
業
が
盛
ん
に
な

っ
て
、
そ
の
基
地
で
あ
る
北
海
道
・
樺
太
・

千
島
へ
、
移
住
を
含
め
て
男
が
ど
ん
ど
ん
出

て
か
ら
っ
ぽ
に
な
り
、
富
山
湾
沿
岸
都
市
の

人
口
が
減
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
女
た

ち
が
今
度
は
仲
せ
（
注
11
）
と
し
て
働
か
ざ
る

を
得
な
い
。
彼
女
ら
自
身
が
労
働
者
に
な
る

わ
け
で
す
。

土
地
柄
は
古
く
さ
い
の
で
す
よ
。
地
元
で

は
地
主
や
網
元
が
抑
え
て
い
る
。
だ
か
ら
格

好
を
見
て
い
る
と
古
く
さ
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

実
は
海
運
労
働
者
、
出
稼
ぎ
労
働
者
の
奥
さ

ん
。
し
か
も
女
性
自
身
が
米
や
北
海
道
魚
肥

を
担
ぐ
荷
役
労
働
者
に
な
る
。
そ
う
い
う
女

性
仲
士
が
生
ま
れ
て
く
る
町
と
い
う
の
は
余

り
大
き
な
町
で
は
な
い
の
で
す
。
魚
津
に
な

る
と
か
な
り
大
き
い
の
で
、
ま
だ
男
手
が
あ

る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
水
橋
と
か
滑
川
に

な
る
と
女
が
働
く
よ
り
ほ
か
な
い
。
で
す
か
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昭和12年頃の生地港。俵物を女性たちが移動している。（写真集
『明治・大正・昭和・黒部』1986年国書刊行会発行より）（※）



ら
、
女
の
仲
仕
と
い
う
の
が
出
て
き
た
水
橋

・
滑
川
で
、
大
正
の
米
騒
動
は
一
番
激
化
し

た
わ
け
で
す
。

今
も
そ
う
で
す
が
、
労
働
組
合
が
騒
が
な

け
れ
ば
賃
金
ア
ッ
プ
し
な
い
。
米
の
値
段
が

上
が
っ
て
い
る
の
に
、
自
分
た
ち
が
担
ぐ
賃

金
は
据
え
置
き
。
結
果
と
し
て
は
そ
れ
を
ア

ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
が
、

そ
こ
は
意
識
的
な
労
働
組
合
で
は
な
い
の
で
、

ま
ず
値
の
上
が
る
米
の
積
み
出
し
を
ス
ト
ッ

プ
さ
せ
る
。
彼
女
た
ち
は
理
屈
で
や
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。

富
山

打
ち
壊
し
で
は
な
く
、
要
す
る
に
ス

ト
ラ
イ
キ
な
ん
で
す
ね
。

井
本

破
壊
的
な
こ
と
は
や
り
ま
せ
ん
よ
。

米
の
積
み
出
し
阻
止
の
集
団
行
動
で
す
。
そ

の
範
囲
で
水
橋
か
ら
向
こ
う
の
東
で
は
露
骨

な
積
み
出
し
阻
止
で
す
。

と
い
う
の
は
、
東
海
側
か
ら
財
閥
系
汽
船

会
社
が
入
っ
て
き
て
、
そ
れ
に
米
肥
と
い
う

荷
を
奪
わ
れ
て
、
岩
瀬
な
ど
北
前
商
人
た
ち

は
主
に
北
洋
漁
業
者
に
転
身
し
、
米
を
大
量

に
は
積
み
出
さ
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
船
持
ち
が
少
な
か
っ
た
水
橋
よ
り
東

の
海
岸
都
市
で
は
、
商
人
が
米
の
輸
出
自
身

を
中
心
的
な
商
い
に
し
て
、
海
岸
線
に
汽
船

を
呼
び
つ
け
、
は
し
け
で
盛
ん
に
積
み
込
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
水
橋
以
東
で

米
騒
動
は
大
き
く
な
り
ま
し
た
が
、
岩
瀬
で

は
大
き
く
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

犬
島

畠
山
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
も
来
ま
し
た

か
。

畠
山

は
い
、
大
正
七
年
で
す
。
共
同
体
的

な
カ
ン
パ
の
よ
う
な
形
で
解
決
し
ま
し
た
。

共
同
体
的
な
米
騒
動

犬
島

岩
瀬
で
は
米
の
配
分
に
も
二
種
類
あ

る
の
で
す
。
一
つ
は
、
五
大
家
が
米
を
集
め

て
、
岩
瀬
の
町
役
場
と
し
て
役
場
が
米
を
分

け
る
と
い
う
も
の
。
比
較
的
民
主
的
で
、
行

政
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
働
い
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
は
私
の
祖
父
・
犬
島

宗
左
衛
門
（
注
12
）
が
実
行
し
た
面
白
い
話
だ

け
れ
ど
も
、
岩
瀬
漁
業
協
同
組
合
が
そ
の
頃

に
初
め
て
で
き
て
、
初
代
会
長
、
つ
ま
り
組

合
長
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
処
理
の
仕
方
と

し
て
「
漁
業
組
合
が
ま
と
め
て
米
を
買
う
。

だ
か
ら
、
お
前
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
米
の
値
段

を
下
げ
て
く
れ
」
と
、
私
の
祖
父
は
そ
う
い

う
交
渉
を
し
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
一
軒
崩

れ
る
わ
け
で
す
。
一
軒
崩
れ
た
ら
み
ん
な
下

げ
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
で
岩
瀬
は
お
さ
ま
っ

て
い
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
漁
民
と
の
関

係
が
あ
る
か
ら
で
す
ね
。

井
本

共
同
体
的
な
相
互
依
存
と
い
い
ま
す

か
、
お
互
い
平
生
か
ら
の
持
ち
つ
持
た
れ
つ

の
関
係
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
あ
ん

た
ら
が
金
を
持
っ
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い

る
よ
。
困
っ
て
い
る
時
に
助
け
る
の
が
当
然

だ
よ
」
と
い
う
意
識
が
あ
る
の
で
す
。
で
す

か
ら
、
畠
山
さ
ん
の
ど
な
た
か
が
亡
く
な
ら

れ
た
と
な
る
と
、
供
養
に
米
を
山
盛
り
に
し

て
、
葬
式
の
棺
桶
が
出
る
前
に
、
前
へ
出
す

の
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
貧
乏
な
家
だ
と
、

そ
れ
を
も
ら
い
に
来
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が

亡
く
な
っ
た
人
へ
の
供
養
だ
と
い
う
、
そ
う

い
う
社
会
的
な
一
つ
の
合
意
が
あ
る
の
で
す
。

犬
島

そ
う
い
う
あ
る
種
の
秩
序
が
あ
る
わ

け
で
す
。

井
本

で
す
か
ら
、
あ
え
て
米
騒
動
と
い
う

言
葉
を
使
う
な
ら
ば
、
岩
瀬
の
場
合
は
共
同

体
的
な
米
騒
動
で
し
た
。

富
山

共
同
体
的
な
も
の
。
農
村
な
ら
ば
、

そ
れ
は
ず
っ
と
あ
り
ま
す
ね
。
大
抵
一
揆
の

先
頭
に
立
つ
の
は
庄
屋
で
す
。
岩
瀬
と
い
う

港
町
で
は
、
今
の
お
話
で
す
と
町
ぐ
る
み
で

そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
、
秩
序
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
ね
。

井
本

町
の
場
合
に
も
、
共
同
体
と
い
う
の

は
も
っ
と
調
べ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
ね
。
こ
う
い
う
時
に
、
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
し
た
。
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北前船から北洋漁業へ

昭和10年前後の米を運ぶ女仲仕たち（魚津の浜で＝野沢岩雄氏撮影）（※）

倉庫から出した米を艀に積んでいる最中の東水橋港口（『富山県の産業と港湾』昭和11年発行より）（※）

（11）

仲
せ
（
な
か
せ
）
港
の
倉
庫
と
岸
壁
の
バ
イ
船
や
船
と

の
間
の
み
な
ら
ず
、
移
出
米
商
や
農
村
と
の
間
を
も
運

ん
だ
の
で
、
主
と
し
て
沖
仲
仕
を
意
味
す
る
太
平
洋
側

の
仲
仕
の
な
ま
っ
た
も
の
と
は
、
語
源
的
に
も
異
な
る

可
能
性
が
あ
る
。

（12）

犬
島
宗
左
衛
門
（
い
ぬ
じ
ま
　
そ
う
ざ
え
も
ん
）
明
治

四
一
年
、「
日
本
海
之
岩
瀬
」
と
い
う
新
聞
を
創
刊
し
、

意
気
高
く
時
事
問
題
を
論
じ
、
岩
瀬
の
産
業
・
経
済
の

再
生
と
繁
栄
、
そ
の
た
め
の
人
士
の
結
集
を
呼
び
か
け
、

そ
の
実
現
（
岩
瀬
の
商
工
会
設
立
・
東
岩
瀬
港
の
修
築

・
鉄
道
問
題
）
に
尽
力
貢
献
し
た
。



27

富
山

そ
れ
は
今
ま
で
続
い
て
い
る
の
で
す
か
。

井
本

米
騒
動
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
が
、

持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
共
同
体
的
要
素
は
残
っ

て
い
ま
す
ね
。
こ
の
犬
島
さ
ん
が
五
大
家
と

一
緒
に
催
事
を
行
う
と
い
う
の
だ
っ
て
そ
う

い
う
面
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
水
橋
、
滑

川
か
ら
向
こ
う
の
よ
う
に
、
本
当
の
米
商
人

が
汽
船
会
社
に
米
を
大
量
に
積
ま
せ
て
い
る

よ
う
な
形
と
は
違
う
の
で
す
。
こ
こ
岩
瀬
で

は
「
旦
那
は
ん
に
ね
だ
る
の
は
当
然
だ
」
と

い
う
合
意
の
習
慣
が
あ
っ
た
の
で
す
。

犬
島

今
も
そ
れ
は
あ
り
ま
す
。

井
本

米
と
い
う
も
の
に
意
識
が
高
い
と
い

う
こ
と
は
共
通
だ
け
れ
ど
も
、
地
域
に
よ
っ

て
そ
の
現
れ
方
が
違
う
。

富
山

五
大
家
が
連
携
し
て
そ
う
い
う
施
し

を
し
て
い
た
の
で
す
か
。

井
本

例
え
ば
、
じ
い
は
ん
が
亡
く
な
ら
れ

た
時
の
供
養
と
い
う
時
に
は
、
物
持
ち
が
一

軒
一
軒
で
や
る
け
れ
ど
も
、
米
の
値
段
が
上

が
っ
て
騒
動
が
起
こ
り
か
け
て
い
る
と
い
う

時
に
は
五
大
家
よ
り
も
っ
と
広
く
申
し
合
わ

せ
て
、
米
の
廉
売
券
を
配
る
わ
け
で
す
。
も

っ
と
も
そ
の
頃
の
町
長
さ
ん
は
五
大
家
が
代

わ
り
ば
ん
こ
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
お
役
人
と
し
て
の
町
を
救
う
役
割

も
兼
ね
て
い
る
。
分
か
ち
が
た
く
く
っ
つ
い

て
い
る
。
そ
の
点
で
、
ま
さ
し
く
共
同
体
的

で
す
。

犬
島

明
治
二
二
年
に
地
方
自
治
法
が
で
き

ま
す
。
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
地
方
自
治
だ

け
れ
ど
も
東
岩
瀬
町
と
い
う
機
構
を
持
ち
ま

す
の
で
、
米
田
さ
ん
の
と
こ
ろ
も
大
正
一
二

年
に
町
長
を
、
そ
の
五
年
前
の
米
騒
動
の
時

は
誰
だ
っ
た
の
か
ね
、
町
長
は
、
大
正
七
年

に
は
。
あ
の
時
に
は
、
東
岩
瀬
町
役
場
で
米

を
分
け
た
。
そ
れ
は
、
五
大
家
が
米
を
出
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

井
本

明
治
の
前
半
ま
で
は
岩
瀬
の
船
主
た

ち
も
ま
だ
米
の
荷
を
か
な
り
出
し
て
い
ま
し

た
か
ら
、
馬
場
さ
ん
な
ど
で
騒
い
だ
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

富
山

馬
場
屋
敷
を
拝
見
し
た
と
き
に
、
館

長
さ
ん
が
こ
こ
が
隠
れ
部
屋
だ
と
、
天
井
裏

の
よ
う
な
部
屋
に
案
内
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
押
し
掛
け
て
き
て
家
屋
を
壊
す
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
か
。

井
本

破
壊
的
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
、
脅
か

し
を
や
る
程
度
。
つ
ま
り
、
馬
場
さ
ん
の
旦

那
が
上
の
部
屋
に
隠
れ
て
、
そ
こ
か
ら
秘
か

に
見
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
程
度

の
心
理
的
な
圧
力
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
馬

場
さ
ん
は
明
治
二
三
年
に
最
初
の
貴
族
院
議

員
選
挙
に
富
山
か
ら
唯
一
出
る
と
い
う
様
な

大
し
た
物
持
ち
で
し
た
か
ら
、
目
立
っ
た
の

で
す
ね
。
富
山
県
の
金
の
西
の
半
分
は
高
岡

・
伏
木
に
あ
り
、
東
の
は
岩
瀬
に
あ
っ
て
、

と
い
う
調
子
で
、
そ
こ
の
五
大
家
で
唯
一
汽

船
会
社
に
な
っ
て
い
た
の
は
馬
場
さ
ん
だ
け

だ
っ
た
の
で
す
か
ら
。

わが水橋の町は、標題に挙げたことをもって自任している

が、古くは延喜式に定められた越中八駅の一つであり、当時

より場所も地名も変わらぬ唯一のところである。

水橋という名のもつ雰囲気から寛正6年（1465年）「善光寺

紀行」のなかで堯恵法印は「徒（いたづら）に　人たのめな

る水はしや　舟より外に行方もなし」と詠んでいる。また、

享保の頃、室鳩巣は、水橋と題し七絶を詠んでいる。その一

節に「平川海に連なりて浩きこと涯（はてし）なし」とある。

当時相当の川幅を有していたと考えられる。

水橋湊は、この水橋川の河口に位置し、寛文2年（1662年）

西水橋に給人蔵が、その後東水橋に藩倉が設けられてから、

中小の廻船が沿岸や能登、佐渡などの交易に従事し、外港は

北前船の船懸りとなっていた。

北前船（バイ船）の運航については、水橋の船乗りは近江

商人から習い、県西部よりやや遅れ天保年代から本格化した

という。やがて力をつけて船主となり、海商として成長した。

また、水橋の産業である売薬は、18世紀半ば富山藩や加賀

藩越中高月からの株分けが契機となって飛躍的に発展し、安

政年間には富山町についで盛んな地域となった。行商は、古

くから行われた交易の一つであり、このスタイルは様々であ

るが、売薬を背に商品を負って各家庭に配置し、一年後に使

用代金を受け取る。近江の日野売薬は店舗売薬であるが、富

山売薬は置き薬という方法で店舗を構えないところが異なっ

ている。

当時の職業別記録として杉木文書がある。安政6年（1859

年）他国・地廻り売薬は156名、舟手商売46名の記載がある。

個人別に詳しく調べると売薬と北前船（バイ船）を兼業し、

多角経営をしていたと思える人も10名余りある。この異業種

の兼業は興味ある課題であり、当地区の特異性といえるだろ

う。

危険を顧みず北は蝦夷地より南は瀬戸内大坂に至るまで、

積極果敢に活動し、日本の交易動脈として機能した北前船、

全国津々浦々に至るまで販路の拡張をした越中売薬、この両

者の底流に存在するものは何か。そこには、近江商人の“三

方よし”や越中売薬の“先用後利”という共通語がある。共

に、商売は“菩薩の業”と考えた精神と、積極果敢の永続性

こそ先祖の残した最大遺産であり、これを継承発展させてき

た町民性があった。

北前船（バイ船）と売薬の里 水橋
小松外二 （財）水橋郷土史料館館長
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北前船から北洋漁業へ

売
薬
も
船
に
乗
っ
て

富
山

さ
て
、
富
山
の
売
薬
に
話
題
を
移
し

ま
し
ょ
う
。
水
橋
郷
土
史
料
館
に
は
立
派
な

売
薬
の
展
示
が
あ
っ
て
、
懐
か
し
く
て
お
も

し
ろ
く
て
、
飽
き
ま
せ
ん
。
売
薬
も
海
と
関

係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

井
本

奈
良
売
薬
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
に

比
べ
る
と
富
山
の
売
薬
と
い
う
の
は
船
に
乗

っ
て
広
が
っ
た
と
い
う
特
色
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
船
に
乗
っ
て
鹿
児
島
ま
で
行
っ

た
り
、
北
海
道
か
ら
樺
太
の
端
ま
で
行
っ
て

い
る
。

ご
存
命
の
方
で
は
三
上
さ
ん
の
お
じ
い
さ

ん
が
先
駆
的
な
人
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
サ
ハ

リ
ン
の
奥
の
方
ま
で
入
っ
た
り
、
千
島
の
エ

ト
ロ
フ
で
熊
と
出
会
っ
た
り
、
熊
が
出
た
と

こ
ろ
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
り
、
そ

う
い
う
売
薬
さ
ん
と
い
う
の
は
や
は
り
大
し

た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

富
山

昔
、
枕
崎
の
漁
村
の
お
母
さ
ん
た
ち

の
鰹
節
の
行
商
を
取
材
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
野
越
え
山
越
え
ず
い
ぶ
ん
遠
く
ま
で

行
っ
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
頃
の
こ
と
で
し

た
が
。
各
地
に
お
得
意
さ
ん
が
待
っ
て
い
て
、

訪
ね
て
は
補
充
し
て
歩
く
。
取
材
し
な
が
ら

富
山
の
薬
売
り
を
思
い
出
し
た
も
の
で
し
た

が
、
富
山
の
売
薬
の
特
徴
は
。

井
本

行
商
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、

売
薬
は
そ
の
中
で
、
簡
単
な
言
い
方
を
す
れ

ば
イ
ン
テ
リ
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
。

と
い
う
の
は
、
帳
面
を
つ
け
る
の
に
字
を
書

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
読
み
書
き
そ
ろ
ば

ん
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
富
山
は
寺

子
屋
が
多
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
ろ
ば
ん
の

み
な
ら
ず
帳
面
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犬
島

幕
末
に
は
富
山
に
小
西
屋
と
い
う
寺

子
屋
が
あ
っ
て
、
生
徒
が
八
百
人
い
た
と
い

う
こ
と
で
、
全
国
五
指
の
中
に
入
る
規
模
だ

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
す
ご
い
も
の
で
す

ね
。

井
本

漢
方
で
な
く
て
も
、
役
立
つ
と
な
る

と
熊
の
胃
で
も
何
で
も
い
ろ
い
ろ
取
り
入
れ

る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
化
け
学
に
近
い
よ

う
な
知
識
を
か
な
り
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
か

ら
、
粉
に
ひ
く
方
が
い
い
と
か
、
熱
冷
ま
し

に
は
何
が
い
い
と
か
、
そ
う
い
う
お
医
者
さ

ん
の
代
わ
り
を
す
る
。
北
海
道
の
開
拓
地
へ

行
っ
て
、
樺
太
の
場
合
に
は
医
者
の
か
わ
り

に
な
っ
た
と
。
医
者
の
い
な
い
と
こ
ろ
だ
と

皆
に
有
り
難
が
ら
れ
た
り
と
に
か
く
頼
り
に

さ
れ
る
。
特
定
医
と
い
う
資
格
を
と
っ
た
売

薬
の
若
い
者
も
か
な
り
い
ま
す
ね
。

ど
れ
だ
け
徹
底
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
け

れ
ど
も
、
後
ろ
に
立
山
な
ん
か
山
岳
地
帯
が

あ
っ
て
、
修
験
道
と
い
う
…

自
分
ら
の
身
体
と
精
神
を
鍛
え
る
も
の
と

し
て
ク
ス
リ
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
た
の

で
し
ょ
う
ね
。
山
岳
信
仰
も
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
立
山
信
仰
と
白
山
信
仰

と
の
違
い
で
す
が
。

畠
山

白
山
信
仰
は
白
山
周
辺
に
限
定
し
ま

す
が
、
立
山
信
仰
は
お
講
を
つ
く
っ
て
、
全

国
か
ら
引
っ
張
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
案

内
人
が
い
ま
し
て
、
岩
峅
寺
に
二
二
坊
あ
り

ま
し
て
、
全
部
自
分
で
大
き
な
宿
舎
を
つ
く

っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
契
約
し
て
迎
え
に

行
っ
て
い
る
の
で
す
。

井
本

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
海
だ
け
で
は

な
く
山
と
海
と
が
一
緒
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
大
事
で
、
海
へ
出
て
い
く
の
も
山
が
後
ろ

に
大
き
く
あ
る
か
ら
だ
し
、
売
薬
の
よ
う
に

山
の
文
化
を
も
取
り
入
れ
て
い
る
。
山
と
海

売薬の薬包
（三上さんの所蔵）
（※）

昭和初期の頃の売薬さん（※）

製薬会社の丸薬造り（※）

富山市の製薬会社広貫堂を出立する売薬さんたち（※）



水橋町を東西に二分して流れる白岩川は、明治24年（1891
年）まで、現在その西1kmにある常願寺川に、2km上流で合
流され、川幅250mの水橋川として富山湾へ流入していた。
枕草子に“みづはしのわたり”と記され、芭蕉翁が“奥の細
道”の途次舟で渡った川のことである。文献には常願寺川、
水橋の里の中川、尼ヶ瀬河などと記されている。
東西水橋の川沿いには、藩の米蔵、給人蔵、廻船問屋、網
元・地主の蔵や屋敷などがあり、船の行き交いで賑わってい
た。
その水橋は明治24年（1891年）7月、富山県は大洪水にみ
まわれ大きな被害を被った。
当時土木行政の副大臣クラスの高官になっていたオランダ
人技師で、日本の治水行政の指導的役割を果たした御雇い外
国人として著名なデ・レイケ（1842～1913年）は、現地調査
のため8月3日東京を出発し富山の各河川を回った。8日から
18日までの11日間、常願寺川を下流から源流まで遡り、立山
へ登るなど詳細に流域を視察し、洪水を流過させる余地を造
る必要を説き、次のように提案した。「水橋地先の河口はあ
まりにも狭すぎて、拡張することはほとんど不可能な位置に
ある。それ故にこの村落の左側に新分流口を造り、延長半里
の新河道に連絡した方がよいだろう。旧河口は、白岩川とい
う排水路のために残せばよい。」
そして、常願寺川付近の山の岩石構造が透水しやすく、破

砕しやすいため、湧き水、地下流路も多いことを指摘し、山
が荒れていることから森林の保護を説き、その論は農民の貧
窮にまで及び、正しい河川改修と農業経営に目覚めれば、悪
循環なく国の利益になると提言している。デ・レイケの視点
に人間への優しさと、水理学に裏打ちされた技術の確かさを
感じる。
明治24年（1891年）12月着工、26年（1893年）3月、霞堤、
用水合口化、そして白岩川との分流を終えた。
水橋川はなくなり川幅100mの白岩川となった。
町の様子も一変し、時代は船から鉄道輸送へと移っていく。
現在の白岩川流域には、若王子塚、稚児塚、清水堂古墳な
ど、平野部にもかかわらず、多くの古墳群を残している。古
墳群の存在は、古代より白岩川が開削されていることを証明
している。
白岩川の上流を離れ立山参りの道なりをゆく、山道を越え
ると、常願寺川の上流芦峅寺の雄山神社前に出る。そして常
願寺川を下ればぐるっと一周水橋へもどる。
二つの河口に立ち、多くの水鳥、船の行き来を眺めるとき、
常願寺川の源流の立山カルデラの砂防ダム工事が明治39年
（1906年）より営々と今も続くことに、また白岩川流域の歴
史に、自然と人間の営みの深い関係を教えられる。多くの先
人の魂が山、川、平野、海を揺さぶっている。
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と
両
方
あ
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
な
ん
で
す
。

富
山

数
年
前
、
中
沖
知
事
の
お
手
伝
い
で
、

富
山
県
の
Ｐ
Ｒ
の
講
演
を
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
九
十
三
年
十
一
月
、
バ
イ
船
文
化
研

究
会
の
講
演
で
岩
瀬
に
お
邪
魔
し
た
直
後
の
、

同
じ
十
一
月
の
こ
と
で
し
た
。
東
京
、
ホ
テ

ル
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
で
経
済
界
の
み
な
さ
ん

な
ど
約
六
百
人
を
お
招
き
し
て
富
山
県
フ
ェ

ア
が
催
さ
れ
、
最
初
に
先
ず
三
〇
分
ほ
ど
講

演
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
、
別
室
で
の
立
食
パ

ー
テ
ィ
に
移
る
の
で
す
。
そ
の
講
演
で
私
が

お
話
し
し
た
の
は
、「
と
や
ま
水
ビ
ジ
ョ
ン
」

と
い
う
、
こ
の
県
独
自
の
持
つ
水
の
憲
法

（
後
述
）
の
こ
と
や
、
富
山
湾
の
魚
が
な
ぜ

お
い
し
い
か
、
地
形
や
川
の
特
殊
性
な
ど
お

話
し
て
、
一
度
、
松
月
さ
ん
（
注
・
岩
瀬
の

古
い
料
亭
、
松
月
楼
）
に
で
も
行
っ
て
ご
覧

な
さ
い
と
お
す
す
め
し
た
後
、
富
山
県
人
は

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
だ
と
言
い
ま
し
た
の
。
海

へ
出
て
い
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
あ
の
立
山

連
峰
を
越
え
て
、
薬
売
り
が
全
国
へ
出
て
い

っ
た
。
こ
れ
が
象
徴
的
だ
と
。
私
の
頭
に
は

実
は
も
っ
と
昔
の
さ
ら
さ
ら
越
え
（
注
佐
々

成
政
の
故
事
）
ま
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
ま

あ
そ
こ
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

鉄
道
の
敷
設
が
海
を
広
げ
た

富
山

と
こ
ろ
で
鉄
道
が
敷
か
れ
て
舟
運
が

衰
退
し
ま
す
。
鉄
道
の
幹
線
網
は
明
治
中
期

に
ほ
ぼ
敷
設
し
終
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
舟

運
か
ら
鉄
道
へ
の
転
換
が
日
本
人
の
土
地
利

用
の
土
台
で
あ
る
川
と
の
つ
き
あ
い
方
、
即

ち
治
水
の
方
式
を
一
八
〇
度
転
換
さ
せ
る
。

低
水
工
事
か
ら
高
水
工
事
へ
の
転
換
で
す
。

常願寺川・水橋川の河口にあった町「水橋」
～ デ・レイケが行った水橋川の分川 ～

大村歌子　水橋郷土歴史会

現
白
岩
川

現
常
願
寺
川神

通
川

岩瀬

水橋
辻堂

水橋
中村

旧
水
橋
川



そ
れ
は
日
本
人
の
土
地
利
用
の
技
術
と
思
想

を
一
変
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
人
の
自

然
観
を
一
変
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
漬
け
の
現
代
日
本
へ
と
道

を
開
い
て
い
く
。
日
本
人
の
土
地
勘
ま
で
大

き
く
変
え
た
。
表
日
本
と
裏
日
本
の
関
係
も

そ
れ
で
す
。

こ
の
交
通
手
段
の
転
換
、
明
治
中
期
と
い

う
時
代
に
私
は
歴
史
の
重
大
な
エ
ポ
ッ
ク
を

見
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
水
と
緑
と

土
』（
中
公
新
書
）
な
の
で
す
が
、
そ
の
舟

運
か
ら
鉄
道
へ
の
転
換
は
、
日
本
海
海
運
に

は
ど
ん
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
。

畠
山

普
通
、
交
通
路
と
い
う
の
は
海
岸
沿

い
の
道
が
多
い
の
で
す
が
、
富
山
で
は
海
岸

沿
い
の
道
が
非
常
に
狭
く
、
危
な
い
道
が
多

か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
海
岸
沿
い

に
は
一
遍
南
に
下
が
っ
て
鉄
道
を
利
用
し
て

か
ら
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
自

由
が
あ
り
ま
し
た
。
海
岸
沿
い
に
移
動
す
る

と
い
う
、
そ
う
い
う
拘
束
は
な
く
な
っ
た
の

で
す
が
、
そ
れ
が
一
番
、
地
区
地
区
の
港
が

少
し
さ
び
れ
た
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。

富
山

そ
れ
で
船
員
さ
ん
た
ち
が
ど
う
な
っ

た
の
か
。
職
を
失
っ
た
船
の
労
働
者
た
ち
が

売
薬
へ
転
じ
た
と
い
う
話
を
水
橋
で
伺
っ
た

の
で
す
が
。

畠
山

水
橋
で
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

長
男
は
、
主
に
重
厚
長
大
産
業
に
就
職
し
ま

し
て
、
家
を
継
い
で
い
る
場
合
が
多
い
の
で

す
が
、
二
男
、
三
男
は
そ
う
い
っ
た
売
薬
さ

ん
と
か
、
出
稼
ぎ
に
出
る
タ
イ
プ
に
な
る
こ

と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

新
潟
も
ん
と
富
山
も
ん

犬
島

単
純
な
話
が
、
海
の
上
の
仕
事
は
経

営
者
の
、
そ
れ
か
ら
乗
組
員
の
危
険
が
多
い

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
地
域
全
体
と
し

て
は
早
く
危
険
な
海
上
生
活
を
や
め
た
い
の

で
す
。
陸
に
上
が
り
た
い
わ
け
で
す
。
そ
の

こ
と
が
、
こ
の
あ
た
り
の
人
々
の
内
面
的
な

衝
動
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
財
力
は
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
大
正
時
代
か
ら
始
ま
っ
た
水
力
発

電
で
電
力
も
あ
り
余
る
ほ
ど
あ
る
。
で
は
、

い
か
に
工
業
化
す
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
、

い
わ
ば
電
車
を
引
く
、
港
湾
改
良
を
す
る
、

工
場
誘
致
を
す
る
。
さ
ら
に
は
高
等
学
校
を

つ
く
る
と
い
う
大
変
化
が
大
正
か
ら
始
ま
っ

た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
今
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
結

構
こ
の
辺
の
工
場
労
働
者
と
し
て
吸
収
さ
れ

て
い
く
部
分
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
も

う
一
つ
は
、
売
薬
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
岩

瀬
売
薬
と
い
う
会
社
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は

り
売
薬
と
い
う
も
の
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
岩

瀬
で
も
一
定
の
規
模
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ

て
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
北
前
が
開
発
し
た

地
域
的
な
つ
な
が
り
を
ど
う
や
っ
て
た
ど
っ

て
新
た
な
商
売
に
展
開
す
る
か
と
考
え
た
連

中
も
い
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
私
の
母
の

父
親
は
岩
瀬
売
薬
の
社
長
を
し
て
い
ま
し
た

か
ら
、
そ
ん
な
感
じ
が
大
体
わ
か
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
米
屋
で
す
よ
ね
、
岩
瀬
に
大
き

い
米
屋
さ
ん
も
結
構
あ
っ
た
、
米
穀
問
屋
で

す
ね
。
陸
送
の
時
代
に
入
っ
た
米
屋
さ
ん
で

す
。

井
本

確
か
に
、
鉄
道
が
で
き
た
こ
と
で
一

番
こ
た
え
た
の
は
北
前
船
だ
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
米
を
運
ぶ
の
だ
っ
て
、
関
西
行
き

は
全
部
福
井
の
方
へ
鉄
道
が
入
っ
て
き
た
明

治
三
○
年
頃
か
ら
陸
送
す
る
よ
う
に
な
る
。

肥
料
だ
っ
て
関
西
が
買
っ
て
く
れ
た
北
海
魚

肥
が
化
学
肥
料
に
置
き
換
え
ら
れ
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
四
国
の
藍
玉
の
た
め
に
だ

っ
て
、
染
料
が
化
学
染
料
に
変
わ
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
い
う
広
い
意
味
で
の
産
業
革
命
と

い
う
の
が
、
北
前
船
の
西
半
分
の
商
売
を
な

く
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
北
海

道
、
北
洋
と
い
う
方
へ
目
を
向
け
て
い
っ
た

の
で
す
。

富
山

な
る
ほ
ど
、
鉄
道
の
敷
設
が
海
を
広

げ
た
。

井
本

新
潟
に
は
富
山
よ
り
も
ず
っ
と
早
く
、

鉄
道
が
関
東
か
ら
早
く
入
り
ま
し
た
ね
。
新

潟
の
出
稼
ぎ
が
、
例
え
ば
関
東
の
風
呂
屋
を

探
せ
ば
新
潟
も
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
出

稼
ぎ
の
仕
方
を
す
る
の
で
す
。
北
海
道
移
民

の
仕
方
だ
っ
て
、
人
口
の
比
率
で
見
る
と
新

潟
よ
り
富
山
は
ず
っ
と
多
い
の
で
す
。

海
の
ル
ー
ト
で
最
後
ま
で
北
に
つ
な
が
っ

て
い
た
の
は
富
山
な
の
で
す
。
鉄
道
も
最
後

ま
で
入
っ
て
こ
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
で
、

労
働
問
題
の
面
で
も
米
騒
動
を
起
こ
す
よ
う

に
な
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
。
新
潟
も
ん
は
東
京
へ
行
っ
て
東

京
の
米
騒
動
に
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
す
か

ら
。
一
方
、
こ
ち
ら
は
移
出
地
帯
型
の
米
騒

動
を
長
い
間
最
後
ま
で
や
り
続
け
る
。

富
山

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
富
山
は
最
後

ま
で
「
港
の
文
化
」
が
つ
く
っ
た
都
市
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
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北陸線が富山まで開通したのは明治32年、富山～魚津間
は明治41年、米原～直江津が全通したのは大正2年。（写
真は明治43年の早月川を渡る汽車）（※）

井本三夫 編『北前の記憶―北洋・移
民・米騒動との関係』桂書房1998年

富山湾の中東部沿岸地域の、かつて
の「バイ船」乗組員とその後身であ
る「北洋出稼ぎ者」及び港湾に生き
た人々など三十余名の人々の証言を
生きた言葉で蒐集した聞き書きの集
大成。岩瀬バイ船文化研究会発行の
『バイ船研究』に連載されたものに
加筆してまとめられた。
桂書房（電話0764-34-4600）
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神
通
川�

富山湾�

庄
川�

常
願
寺
川�

小
矢
部
川�

黒
部
川�

輪島�

水橋�

氷見�

岩瀬�

「
水
の
憲
法
」
と
「
漁
村
ま
る
ご
と
博
物
館
」

対
談
を
終
え
て
　
富
山
和
子

「
と
や
ま
二
十
一
世
紀
水
ビ
ジ
ョ
ン
」

日
本
列
島
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
富
山

県
。
こ
こ
に
立
っ
て
海
を
眺
め
る
と
き
日
本

海
文
化
は
西
側
と
東
側
と
で
性
格
を
大
き
く

変
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
日
本
海
文
化
と
畿

内
政
権
と
の
関
係
や
、
太
平
洋
側
資
本
と
の

関
係
な
ど
、
実
に
立
体
的
に
見
え
て
き
た
特

集
に
な
り
ま
し
た
。

D
N
A
な
ど
に
よ
る
最
近
の
研
究
で
は
、

日
本
人
の
主
要
な
ル
ー
ツ
は
ア
ム
ー
ル
川
、

シ
ベ
リ
ア
地
方
へ
と
た
ど
れ
る
よ
う
で
す
。

し
ば
ら
く
休
ん
で
い
た
私
の
「
北
へ
の
回
帰
」

が
、
再
び
か
き
立
て
ら
れ
る
思
い
の
特
集
と

も
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
、「
水
の
文
化
」
に
関
連
し
て
「
と

や
ま
水
ビ
ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
も
お
話
し
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

富
山
県
は
「
水
の
王
国
」
と
い
う
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
の
よ
う
に
水
資
源
に
恵
ま
れ
た

土
地
で
す
。
大
陸
か
ら
の
季
節
風
は
能
登
半

島
に
遮
ら
れ
る
の
で
冬
暖
か
く
、
し
か
も
背

後
に
は
立
山
連
峰
や
、
飛
弾
、
白
山
の
山
々

が
屏
風
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
り
、
雪
を
受

け
止
め
ま
す
。
そ
の
急
峻
な
山
々
か
ら
滝
の

よ
う
な
急
流
河
川
が
富
山
湾
め
が
け
て
一
斉

に
流
れ
落
ち
、
地
図
を
見
れ
ば
お
わ
か
り
の

よ
う
に
富
山
湾
は
さ
な
が
ら
す
り
鉢
の
底
。

富
山
湾
の
魚
が
お
い
し
い
秘
密
も
暖
流
と
寒

流
に
加
え
て
、
湾
深
く
に
常
時
流
れ
出
て
い

る
地
下
水
に
鍛
え
ら
れ
る
か
ら
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

そ
ん
な
急
流
河
川
な
ら
で
は
の
独
特
な
水

の
文
化
が
、
こ
の
地
に
は
豊
か
に
養
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
治
水
技
術
で
い
え
ば
霞
提
も
立

山
砂
防
も
そ
の
一
つ
で
す
し
、
コ
シ
ヒ
カ
リ

反
収
日
本
一
を
育
て
た
「
流
水
客
土
」
と
い

う
技
術
も
あ
り
ま
す
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
も
実

は
水
の
文
化
で
あ
る
と
私
は
書
き
ま
し
た
が
、

詳
し
く
は
『
日
本
再
発
見
　
水
の
旅
』
に
譲

り
ま
す
。
と
も
あ
れ
「
水
」
と
い
う
、
足
元

の
財
産
を
資
源
と
し
て
自
覚
し
、
水
と
つ
き

あ
っ
て
き
た
先
人
の
知
恵
を
文
化
遺
産
と
し

て
受
け
止
め
て
、
二
十
一
世
紀
の
県
の
あ
り

方
を
水
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
。
そ
の
た
め
の

い
わ
ば
「
水
の
憲
法
」
と
も
「
水
の
総
合
計

画
」
と
も
い
え
る
の
が
平
成
三
年
に
策
定
さ

れ
た
「
と
や
ま
二
十
一
世
紀
水
ビ
ジ
ョ
ン
」

だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
策
定
に
は
三
年
を
か
け
、
子
供
た
ち

も
含
め
県
民
の
様
々
な
層
が
参
加
し
、
私
も

ま
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
お
手
伝
い
し
た

の
で
し
た
が
、
東
京
で
の
会
議
に
も
中
沖
知

事
自
ら
出
席
さ
れ
、
知
事
の
力
の
入
れ
よ
う

が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
し
た
。

水
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ

た
自
治
体
は
私
の
知
る
限
り
世
界
に
も
例
が
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な
く
、
さ
す
が
富
山
県
と
感
心
し
て
い
ま
す
。

た
だ
こ
れ
が
、
真
に
県
民
の
も
の
と
な
り
二

十
一
世
紀
の
県
民
の
生
活
に
ど
う
生
か
さ
れ

て
い
く
か
は
、
こ
れ
か
ら
で
す
。

氷
見
に
生
ま
れ
た漁

村
空
間
博
物
館

も
う
ひ
と
つ
は
、
田
園
空
間
博
物
館
、
漁

村
空
間
博
物
館
事
業
の
話
で
す
。

農
業
は
環
境
と
文
化
の
担
い
手
で
す
。
そ

れ
故
一
つ
の
民
家
と
か
家
並
み
だ
け
を
取
り

出
し
て
保
護
す
る
の
で
は
な
く
村
ぐ
る
み
住

民
ぐ
る
み
生
き
た
博
物
館
と
し
て
、
丸
ご
と

守
り
育
て
て
い
く
こ
と
は
出
来
な
い
か
。

私
の
そ
ん
な
提
案
が
実
っ
て
、
国
は
平
成

十
一
年
度
か
ら
「
田
園
空
間
博
物
館
事
業
」

を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
第
一
号
に
礪
波

平
野
の
散
居
村
が
指
定
さ
れ
、
私
は
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
と
し
て
最
初
の
一
年
間
、
お
手
伝
い

い
た
し
ま
し
た
。

農
村
文
化
は
ト
ー
タ
ル
で
見
な
け
れ
ば
守

れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
民
家
が
あ
る
。
森
林

も
水
路
も
棚
田
も
あ
る
。
祭
り
も
あ
る
。
み

な
農
業
を
通
し
て
育
て
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、

一
つ
だ
け
切
り
離
し
て
守
れ
る
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
林
業
、
農
業
を
守
る

こ
と
は
も
と
よ
り
道
の
見
直
し
も
あ
れ
ば
水

路
の
手
直
し
も
必
要
だ
し
、
昔
の
よ
う
な
石

組
み
の
水
路
を
復
活
さ
せ
る
な
ら
石
工
の
養

成
も
必
要
だ
し
、
屋
根
葺
き
の
職
人
も
、
大

工
か
ら
畳
職
人
ま
で
、
技
術
者
を
育
て
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
養
蚕
も
機
織
り
も
、
祭
り
も

踊
り
も
民
謡
も
、
子
供
歌
舞
伎
も
。
ま
さ
に

あ
ら
ゆ
る
省
庁
の
分
野
が
重
な
り
合
う
そ
う

し
た
事
業
を
、
丸
ご
と
博
物
館
と
し
て
ト
ー

タ
ル
の
事
業
で
実
現
し
て
い
こ
う
。
博
物
館

と
い
う
け
れ
ど
、
決
し
て
箱
も
の
作
り
で
は

な
い
の
で
す
。

自
分
た
ち
の
町
を
ど
う
す
れ
ば
そ
の
よ
う

に
し
て
守
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
か
。
こ

れ
は
壮
大
な
住
民
運
動
で
す
。
富
山
県
だ
け

で
な
く
、
こ
の
事
業
は
す
で
に
全
国
各
地
で

始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
提
案
者
の
私
の
そ
ん

な
思
想
が
ど
こ
ま
で
実
際
に
実
現
さ
れ
る
か

は
、
ひ
と
え
に
行
政
と
住
民
の
み
な
さ
ん
の

見
識
に
か
か
っ
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
誇
り
高

く
守
ろ
う
と
い
う
こ
の
事
業
に
、
ど
う
か
カ

タ
カ
ナ
語
な
ど
登
場
さ
せ
る
よ
う
な
情
け
な

い
事
業
に
な
り
下
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

祈
る
よ
う
な
思
い
で
行
政
の
指
導
力
を
見
守

っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
富
山
県
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と

し
て
お
手
伝
い
を
し
て
い
た
そ
の
最
中
の
こ

と
で
す
。
犬
島
さ
ん
か
ら
お
電
話
が
あ
り
ま

し
た
。「
田
園
空
間
博
物
館
が
あ
る
な
ら
、

漁
村
空
間
博
物
館
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
」
と
の
ご
意
見
で
す
。

そ
れ
も
そ
う
だ
、
と
思
い
ま
し
た
。
漁
村

は
、
と
き
に
農
村
以
上
に
、
伝
統
あ
る
漁
村

文
化
が
守
り
に
く
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
ま

す
。
私
は
早
速
水
産
庁
へ
出
か
け
て
い
っ
て

話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
、
併
せ
て
私
自
身
も

少
し
漁
村
に
つ
い
て
勉
強
し
な
け
れ
ば
と
、

犬
島
さ
ん
に
お
願
い
し
て
漁
村
文
化
の
残
る

町
を
歩
く
こ
と
に
し
た
の
で
し
た
。
こ
う
し

て
訪
ね
た
の
が
水
橋
だ
っ
た
の
で
す
。
当
日

は
水
産
庁
か
ら
も
担
当
官
が
同
行
さ
れ
ま
し

た
。水

橋
は
歴
史
の
古
い
町
で
す
が
今
は
ホ
タ

ル
イ
カ
の
漁
家
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
、
漁
村

と
し
て
は
あ
ま
り
に
小
さ
く
、
む
し
ろ
水
産

加
工
業
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。
私
の
個
人

的
な
調
査
旅
行
に
も
か
か
わ
ら
す
四
十
数
団

体
の
代
表
が
集
ま
っ
て
、
話
を
聞
か
せ
て
く

だ
さ
っ
た
の
で
し
た
。
今
回
の
特
集
テ
ー
マ

も
実
は
こ
の
水
橋
で
の
調
査
が
元
に
な
っ
て

い
ま
す
。

漁
村
空
間
博
物
館
事
業
は
、
農
水
省
の
田

園
空
間
博
物
館
事
業
よ
り
一
年
遅
れ
で
ス
タ

ー
ト
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
水
橋
は
指
定

さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
氷
見
市
に
決
ま
り
ま
し

た
。そ

の
氷
見
の
漁
協
で
私
は
、
定
置
網
と
い

う
も
の
の
い
か
に
精
巧
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

な
技
術
か
を
、
知
ら
さ
れ
た
の
で
し
た
。
氷

見
は
日
本
の
定
置
網
漁
業
の
元
祖
で
、
現
在

も
全
国
の
定
置
網
漁
業
の
指
導
的
立
場
に
あ

り
ま
す
が
、
海
深
百
メ
ー
ト
ル
と
い
う
よ
う

な
と
こ
ろ
に
一
瞬
に
し
て
巨
大
ビ
ル
を
築
く

に
等
し
い
定
置
網
。
そ
の
事
業
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
と
う
て
い
説
明
し
よ
う
も
な
く
、

出
来
れ
ば
一
度
氷
見
漁
協
を
お
た
ず
ね
し
て
、

入
り
口
に
展
示
し
て
あ
る
定
置
網
の
模
型
を

見
学
し
、
直
接
説
明
を
お
聞
き
に
な
る
こ
と

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

氷
見
漁
協
で
の
取
材
か
ら
、
地
元
の
富
山

湾
の
中
で
さ
え
大
変
な
事
業
だ
と
私
は
驚
か

さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
定
置

網
を
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
ま
で
出
か
け
て
行
っ

て
敷
い
た
と
い
う
こ
の
座
談
会
で
の
話
に
は
、

た
だ
た
だ
圧
倒
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。

と
も
あ
れ
犬
島
さ
ん
の
電
話
が
き
っ
か
け

で
、
漁
村
空
間
博
物
館
事
業
が
生
ま
れ
ま
し

た
。
そ
れ
は
こ
の
座
談
会
で
、「
私
た
ち
の

研
究
会
は
い
わ
ゆ
る
郷
土
史
家
の
郷
土
史
研

究
と
違
う
。
過
去
を
読
む
こ
と
を
通
じ
て
現

在
を
ど
う
見
る
か
、
未
来
を
ど
う
切
り
開
い

て
い
く
か
を
考
え
る
こ
と
」

と
言
わ
れ
た
バ
イ
船
文
化
研
究
会
の
活
動
理

念
が
、
現
に
こ
う
し
て
国
を
動
か
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
の
証
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

こ
と
を
ご
報
告
し
て
、
こ
の
海
の
物
語
の
締

め
く
く
り
に
い
た
し
ま
す
。




