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(

青

島

一

区)

こ

こ

に

一

枚

の

絵

図

が

あ

る

。

明

治

維

新

の

六

年

前

に

描

か

れ

た

も

の

で

あ

り

、

当

時

の

魚

津

漁

業

の

操

業

史

に

と

っ

て

欠

か

せ

な

い

史

料

で

あ

る

。

漁

業

は

加

賀

藩

時

代

に

あ

っ

て

は

、

場

所

不

定

の

竿

吊

り

以

外

、

全

て

役

所

の

免

許

が

な

け

れ

ば

で

き

な

い

こ

と

に

な

っ

て

い

た

。

し

か

し

、

漁

業

権

に

は

定

め

ら

れ

た

漁

業

法

は

な

く

、

永

年

の

慣

行

に

よ

り

古

く

か

ら

成

立

し

た

村

が

漁

場

を

占

有

し

、

後

代

に

成

立

し

た

村

は

漁

業

権

か

ら

締

め

出

さ

れ

て

い

た

。

ま

た

個

人

、

組

合

如

何

を

問

わ

ず

一

度

権

利

を

得

る

と

漁

業

税

の

納

税

義

務

は

負

う

が

、

陸

地

の

田

畑

の

よ

う

に

所

有

地

主

は

そ

の

権

益

を

保

護

さ

れ

、

そ

の

売

買

、

譲

渡

、

賃

貸

は

自

由

で

あ

っ

た

。

漁

場

は

網

場

の

設

定

に

よ

り

成

り

立

つ

が

、

当

時

の

富

山

湾

沿

岸

に

は

無

数

の

定

置

網

、

地

引

網

が

張

り

巡

ら

さ

れ

て

お

り

、

そ

の

主

力

は

台

網

漁

業

で

あ

る

。

魚

津

を

中

心

と

し

た

新

川

郡

の

漁

業

、

浦

方

（

漁

師

方

）

制

度

は

田

地

方

（

農

村

）

と

宿

方(

町

部)

に

明

確

に

区

別

さ

れ

、

そ

の

操

業

絵

図

の

記

述

の

概

要

は

『

米

の

網

、

沖

の

網

の

争

い

を

解

決

す

る

た

め

に

過

去

の

資

料

を

調

べ

た

と

こ

ろ

、

北

鬼

江

神

社

の

松

が

沖

山

と

し

て

示

さ

れ

て

い

る

。

町

役

人

や

村

肝

煎

な

ど

が

現

地

神

社

に

来

て

さ

ら

に

調

査

し

た

。

結

果

、

今

は

と

も

に

無

く

な

っ

て

い

る

が

、

往

古

北

鬼

江

神

社

に

は

二

本

の

大

松

が

あ

っ

た

。

ま

た

今

か

ら

四

十

年

か

ら

五

十

年

前

に

も

台

網

の

紛

争

が

あ

り

、

当

時

の

関

係

者

が

魚

津

町

役

人

中

村

方

に

出

向

き

申

し

立

て

た

と

こ

ろ

、

時

す

で

に

松

が

一

本

伐

採

さ

れ

て

い

た

。

そ

の

伐

採

跡

が

黒

丸

印

の

所

で

あ

り

、

そ

の

所

に

旗

を

立

て

、

も

う

一

本

の

松

に

も

旗

を

立

て

懸

け

沖

合

に

掲

げ

た

と

こ

ろ

、

目

当

て

と

し

て

の

沖

山

は

当

時

の

大

松

の

場

所

に

相

違

な

か

っ

た

。

云

々

』

と

記

し

て

い

る

。さ

ら

に

こ

の

絵

図

に

は

、

神

社

の

社

殿

が

現

在

の

よ

う

に

神

殿

、

拝

殿

を

併

せ

持

つ

八

幡

形

式

で

は

な

く

、

小

さ

な

祠

と

し

て

描

か

れ

て

い

る

。

欅

や

銀

杏

の

木

も

な

い

。

こ

の

こ

と

か

ら

も

今

の

神

社

は

明

治

の

廃

仏

希

釈

紛

争

以

降

建

立

さ

れ

た

も

の

と

推

測

さ

れ

る

。

し

か

し

、

神

社

と

と

も

に

有

っ

た

と

思

わ

れ

る

大

松

（

樹

齢

約

三

百

年

以

上

）

の

存

在

は

村

の

歴

史

を

室

町

以

前

に

遡

ら

せ

る

一

つ

の

手

懸

り

と

云

え

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う

か

。(

道

下

の

歴

史

を

語

る

会)

寄

稿

藩

制

時

代

ノ

産

業

紀

元

二

五

二

二

文

久

二

年(
)

九

月

七

日

北

鬼

江

村

出

役

ノ

事

米

ノ

網

沖

ノ

網

一

件

魚

津

町

誌

等

よ

り

今

年

は

、

道

下

公

民

館

の

改

築

20

周

年

と

い

う

節

目

の

年

に

な

り

ま

す

。

こ

の

節

目

の

年

を

記

念

し

、

現

在

「

道

下

公

民

館

だ

よ

り

」

の

過

去

の

も

の

を

縮

刷

版

に

し

て

刊

行

す

る

こ

と

を

考

え

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

肝

心

な

第

１

号

を

は

じ

め

不

足

し

て

い

る

も

の

が

い

く

つ

か

あ

り

ま

す

。

も

し

、

過

去

の

公

民

館

だ

よ

り

を

お

持

ち

の

方

が

お

ら

れ

ま

し

た

ら

、

一

度

拝

読

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い

と

思

い

ま

す

の

で

、

公

民

館

へ

ご

連

絡

く

だ

さ

い

。

ご

協

力

を

お

願

い

し

ま

す

。今

年

も

、

皆

様

の

多

大

な

ご

協

力

の

お

陰

を

持

ち

ま

し

て

、

公

民

館

の

大

き

な

行

事

は

、

無

事

終

了

致

し

ま

し

た

。

来

年

も

、

変

わ

ら

ぬ

ご

支

援

ご

協

力

の

程

、

何

卒

よ

ろ

し

く

お

願

い

致

し

ま

す

。

は

町

奉

行

の

管

理

下

に

あ

り

、

道

下

地

域

は

海

に

面

し

て

お

り

な

が

ら

浦

（

漁

場

）

を

有

せ

ず

、

し

た

が

っ

て

海

上

漁

猟

に

従

事

す

る

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

。

魚

津

の

定

置

網

漁

業

は

室

町

時

代

に

遡

る

。

能

登

島

か

ら

移

住

し

て

来

た

島

崎

左

エ

門

の

祖

先

、

井

筒

左

エ

門

が

沖

の

網

を

工

夫

し

漁

場

を

開

拓

し

た

の

が

始

ま

り

と

言

わ

れ

て

い

る

。

以

来

藩

政

時

代

に

は

内

住

吉

、

沖

住

吉

な

ど

十

三

の

網

が

名

を

連

ね

て

い

た

。

こ

の

台

網

（

漁

場

）

の

設

置

に

つ

い

て

は

、

漁

業

者

の

提

出

し

た

願

書

の

通

り

の

場

所

に

網

が

下

ろ

さ

れ

る

か

ど

う

か

が

最

大

の

関

心

事

で

あ

っ

た

が

、

魚

津

の

漁

業

は

網

の

増

設

、

潮

流

の

激

し

さ

、

縄

網

の

弱

さ

、

さ

ら

に

所

有

権

者

の

移

動

等

々

に

よ

る

漁

場

の

移

動

に

伴

う

紛

争

が

絶

え

ず

生

じ

て

い

た

。

海

中

の

領

界

は

陸

上

の

目

標

の

二

点

（

沖

山

・

前

山

）

を

貫

く

線

に

よ

っ

て

定

め

ら

れ

て

い

た

が

、

藩

期

に

お

い

て

は

そ

の

紛

争

の

解

決

の

た

め

、

度

々

海

上

の

絵

図

を

作

成

し

て

い

た

。

こ

の

絵

図

も

そ

の

争

い

を

鎮

め

る

た

め

の

資

料

の

一

つ

で

あ

り

、

当

時

の

北

鬼

江

神

社

の

大

松

が

漁

場

設

置

に

あ

た

り

、

そ

の

目

当

山

の

沖

山

を

示

す

所

と

し

て

描

か

れ

て

い

る

。
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