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～富山の誕生から現代につながる～～富山の誕生から現代につながる～

神通川
河川文化の顕彰を

▶「
日
本
山
海
名
産
図
会
」で
は
、『
海
鱒
川
鱒
二
種
あ
り
。
川
の
物
味
勝
れ
り
。
越
中
、越
後
、飛
騨
、奥
州
、常
陸
等
の
諸
国
に
い
出
れ
ど
も
、

　  

越
中
神
通
川
の
物
を
名
品
と
す
』と
し
て
、
神
通
川
の
鱒
を
最
上
品
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

新春特別企画

　神通川の歴史とともに歩んできた富山市。

今なお、街のいたるところで、

その壮大な歴史の一端に出会うことができる。

富山らしさを全国にアピールして行く時、

この独自性が大きな魅力になるのではないだろうか。

神通川の流し網漁の様子　寛政 11年（1799年）発行『日本山海名産図会 第４巻』より　富山市郷土博物館所蔵神通川の流し網漁の様子　寛政 11年（1799年）発行『日本山海名産図会 第４巻』より　富山市郷土博物館所蔵神通川の流し網漁の様子　寛政 11年（1799年）発行『日本山海名産図会 第４巻』より　富山市郷土博物館所蔵神通川の流し網漁の様子　寛政 11年（1799年）発行『日本山海名産図会 第４巻』より　富山市郷土博物館所蔵
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師
、
デ
・
レ
ー
ケ
が
立
案
し
た
分
流
計

画
を
採
用
し
、
馳
越
新
設
工
事
を
始
め

た
。
こ
れ
は
、
Ｕ
字
型
に
カ
ー
ブ
し
た

川
を
ま
っ
す
ぐ
に
つ
な
ぐ
新
し
い
川
を

作
り
、
流
れ
を
分
け
る
と
い
う
も
の
。

新
た
に
作
ら
れ

た
川
は
、
そ
の

後
も
度
々
起

こ
っ
た
洪
水
の

た
び
に
川
幅
が

拡
大
し
、
大
正

の
初
め
頃
に
は

旧
川
筋
に
ほ
と

ん
ど
水
が
流
れ

な
く
な
っ
た
。

（
大
正
３
年
の

豪
雨
が
、
神
通

川
の
直
線
化
を

決
定
づ
け
た
と

い
う
）

　

こ
の
廃
川
地

が
、
富
山
市
中

▲右側の白っぽい部分が、埋め立てられた旧神通川。
　写真／富山市郷土博物館所蔵

▲昭和10年頃、松川に架けられたばかりの桜橋
　写真／富山市郷土博物館所蔵

▲松川に架けられたばかりの安住橋。右手奥に県庁舎が見える。
　写真／富山市郷土博物館所蔵

れ
た
。
そ
の
際
、
す
べ
て
を
埋
め
立
て

ず
、
後
世
に
神
通
川
の
川
筋
を
伝
え
る

た
め
、
右
岸
側
の
10
数
メ
ー
ト
ル
〜
20

数
メ
ー
ト
ル
を
残
す
こ
と
と
な
り
、
そ

れ
が
現
在
の
松
川
で
あ
る
。

　

こ
の
埋
め
立
て
工
事
に
よ
り
、
神
通

川
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
て
い
た
市
街

地
が
南
北
に
つ
な
が
り
、
昭
和
初
期
に

は
、
市
街
地
の
中
心
部
に
広
大
な
土
地

心
部
を
分
断
し
、
市
の
発
展
を
阻
害
し

て
い
る
と
し
て
問
題
に
な
り
、
今
後
の

活
用
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
た
。
そ
し

て
、
都
市
計
画
事
業
と
し
て
、
廃
川
地

は
富
岩
運
河
の
掘
削
土
で
埋
め
立
て
ら

　

富
山
市
の
成
り
立
ち
に
、
大
き
な
影

響
を
与
え
て
き
た
神
通
川
。か
つ
て
は
、

洪
水
の
た
び
に
姿
を
変
え
て
お
り
、
江

戸
時
代
の
初
め
に
は
今
よ
り
も
っ
と
西

に
河
口
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

戦
国
時
代
の
武
将
・
佐
々
成
政
は
、

洪
水
で
流
れ
を
変
え
た
神
通
川
を
利
用

し
、
城
の
守
り
を
固
め
よ
う
と
計
画
。

城
の
近
く
に
移
動
し
て
き
た
川
を
固
定

し
、
富
山
城
の
北
側
へ
水
を
流
す
よ
う

に
し
た
と
の
説
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、

富
山
城
は
水
に
浮
い
た
よ
う
に
見
え
、

「
浮
城
」の
異
名
も
あ
っ
た
と
い
う
。
し

か
し
、
直
角
に
固
定
さ
れ
た
川
は
、
大

雨
や
台
風
の
た
び
に
氾
濫
し
、
城
下
に

大
き
な
被
害
を
与
え
て
い
た
。

　

明
治
22
年
か
ら
明
治
33
年
に
か
け
て

は
、
毎
年
の
よ
う
に
神
通
川
が
氾
濫
。

明
治
34
年
、
富
山
県
は
オ
ラ
ン
ダ
人
技

▲ 富山城のすぐそばを、神通川が流れている様子が描かれている。
　『富山御城下絵図（江戸時代）』富山県立図書館所蔵

が
誕
生
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
先
に
、

富
山
城
の
外
堀
が
埋
め
立
て
ら
れ
た

（
現
在
の
総
曲
輪
通
り
）。
明
治
4
年
の

廃
藩
置
県
に
よ
り
、
富
山
城
が
廃
城
と

な
っ
た
こ
と
で
払
い
下
げ
ら
れ
た
た
め

だ
。
外
堀
の
埋
め
立
て
に
関
し
て
は
、

明
治
19
年
か
ら
21
年
を
ピ
ー
ク
に
、
有

志
が
神
通
川
か
ら
石
や
砂
を
運
ぶ「
砂

持
奉
仕
」が
行
わ
れ
る
な
ど
、
市
民
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
出
来
事
だ
っ

た
よ
う
だ
。

　

富
山
の
街
づ
く
り
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
神
通
川
。
現
在
、
埋
め
立
て
地

は
中
心
市
街
地
と
し
て
賑
わ
い
、
松
川

が
往
時
の
面
影
を
残
し
、
静
か
に
流
れ

て
い
る
。
神
通
川
と
と
も
に
歩
ん
だ
富

山
市
の
歴
史
は
、
誇
り
う
る
貴
重
な
財

産
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

神
通
川
か
ら
生
ま
れ
た

富
山
市
中
心
部
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の
あ
っ
た
富
山
の
人
々
だ
が
、
一
方
で

は
水
害
で
命
を
落
と
す
も
の
も
多
か
っ

た
。
神
通
川
で
水
死
し
た
人
々
を
供
養

す
る
た
め
、
延
享
３
年（
１
７
４
６
年
）

に
は「
万
霊
塔
」を
建
立
。
今
な
お
、
献

花
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る

と
い
う
。

　

神
通
川
に
は
古
く
か
ら
川
魚
専
門
の

漁
師
が
お
り
、
江
戸
時
代
か
ら
、
全
国

的
に
も
珍
し
い
「
流
し
網
漁
」
と
い
う

漁
法
を
行
っ
て
い
た
。
２
艘
の
舟
の
間

に
網
を
張
り
、
上
流
か
ら
下
流
へ
、
川

の
流
れ
に
あ
わ
せ
て
舟
を
流
し
な
が
ら

マ
ス
漁
を
す
る
も
の
で
、
網
の
幅
は
約

10
メ
ー
ト
ル
。漁
師
達
は
４
人
１
組
で
、

そ
れ
ぞ
れ
舟
を
操
る
人
、
網
を
扱
う
人

に
分
か
れ
て
、協
力
し
て
魚
を
と
っ
た
。

　

し
か
し
、
明
治
時
代
に
は
年
間

１
６
０
ト
ン
に
達
し
た
サ
ク
ラ
マ
ス
の

サクラパックス（株）

▲大正期、神通川を木町へ遡航する川船　
　ブラ富山アプリ（江尻写真堂発行絵葉書より）

64
艘
の
船
を
鎖
で
つ
な
い
だ
様
子
は
壮

観
で
、
船
橋
は「
越
中
富
山
の
名
勝
」と

し
て
有
名
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
江
戸

時
代
の
代
表
的
な
絵
師
・
歌
川
広
重
の

浮
世
絵
を
は
じ
め
、
多
く
の
絵
に
描
か

れ
た
ほ
か
、
十
返
舎
一
九
の
狂
歌
な
ど

に
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
船
橋
の
両
岸
に
あ
っ
て
人
々
の

道
中
を
照
ら
し
て
い
た
の
が
、
２
基
の

常
夜
燈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
寛
政
11

年（
１
７
９
９
年
）に
富
山
の
町
年
寄
で

　

富
山
県
と
岐
阜
県
を
結
ぶ
通
商
の

道
と
し
て
、
古
く
か
ら
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
き
た
神
通
川
。
江
戸
時
代
に

　

富
山
城
の
す
ぐ
後
ろ
を
流
れ
て
い
た

神
通
川
に
、
船
橋
が
か
け
ら
れ
た
の
は

慶
長
10
年（
１
６
０
５
年
）ご
ろ
と
言
わ

れ
て
い
る
。
当
時
は
、
富
山
も
城
下
町

と
し
て
発
展
し
、
神
通
川
を
渡
り
富
山

町
に
入
る
ル
ー
ト
は
主
要
な
街
道（
北

陸
街
道
）と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
水

量
の
多
い
神
通
川
に
橋
を
架
け
る
こ
と

は
難
し
く
、
船
を
並
べ
て
つ
な
い
だ
船

橋
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い

る
。

　

神
通
川
は
洪
水
を
起
こ
す
こ
と
が
多

か
っ
た
た
め
、
船
橋
の
管
理
は
ほ
と
ん

ど
が
藩
の
費
用
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
船
橋

を
切
り
離
し
て
、
橋
が
壊
れ
る
の
を
防

ぐ
手
順
も
し
っ
か
り
決
め
ら
れ
て
い
た

と
い
う
。

　

維
持
管
理
は
大
変
難
し
か
っ
た
が
、

な
る
と
、
ま
す
ま
す
流
通
が
盛
ん
に
な

り
、
飛
騨
、
八
尾
か
ら
は
材
木
、
炭
、
和

紙
、
生
糸
な
ど
が
、
富
山
か
ら
は
米
や

塩
、
魚
な
ど
が
運
ば
れ
て
い
た
。

　

特
に
、
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
、

神
通
川
と
い
た
ち
川
の
合
流
点
は「
木

町
の
浜
」と
呼
ば
れ
、
富
山
城
下
の
舟

運
の
要
地
と
な
っ
て
い
た（
現
在
の
富

山
市
今
木
町
付
近
）。
米
や
海
産
物
、
木

材
な
ど
を
積
ん
だ
運
搬
船
の
舟
着
場
が

あ
り
、
北
前
船
が
行
き
来
す
る
な
ど
、

非
常
に
賑
わ
っ
て
い
た
よ
う
だ
。　

　

寛
文
12
年（
１
６
７
２
年
）に
は
、
こ

の
場
所
か
ら
六
千
石
余
り
が
大
阪
に
向

け
て
積
み
出
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
文
化

４
年（
１
８
０
４
年
）に
は
、
平
太
船
15

艘
、
い
く
り
船
62
艘
が
あ
っ
た
と
記
録

さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
富
山
城
に
は
、
神
通
川
に
面

し
た
場
所
に
御
船
蔵
が
あ
り
、
公
用
船

が
繋
留
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
常
に
川
と
深
い
関
わ
り

あ
っ
た
内
山
権
左
衛
門
に
よ
っ
て
寄
進

さ
れ
た
も
の
。
戦
災
を
免
れ
、
現
在
も
、

船
橋
北
町
と
七
軒
町
に
残
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
２
基
の
間
は
約
２
０
０
メ
ー

ト
ル
あ
り
、
当
時
の
神
通
川
の
大
き
さ

を
偲
ば
せ
て
い
る
。

　

明
治
15
年
に
木
橋
に
架
け
替
え
ら

れ
、
そ
の
役
目
を
終
え
た
船
橋
。
今
は
、

松
川
に
架
か
る
舟
橋
に
取
り
付
け
ら
れ

た
２
艘
の
舟
形
が
、
そ
の
歴
史
を
伝
え

て
い
る
。

▲ 『越中之國富山船橋の真景』 松浦守美
　株式会社源 所蔵

▲ 神通船橋古写真（明治初期）　富山市立郷土博物館所蔵

神
通
川
と

日
本
一
を
誇
っ
た
名
勝
・
船
橋

交
通
の
要
所
と
し
て
の

神
通
川

神
通
川
な
ら
で
は
の

川
魚
漁
「
流
し
網
漁
」
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漁
獲
高
も
、
護
岸
工
事
や
河
川
環
境
の

変
化
で
近
年
は
１
ト
ン
前
後
に
激
減
。

今
で
は
、
こ
の
伝
統
的
な
漁
法
の
技

術
を
知
る
漁
師
も
、
ほ
と
ん
ど
い
な
く

な
っ
た
と
い
う
。

　

神
通
川
最
後
の
専
業
漁
師
で
あ
る

藤
田
清
五
郎
さ
ん
（
93
）
が
最
後
に

流
し
網
漁
に
出
た
の
は
、
平
成
14
年

（
２
０
０
２
年
）。
だ
が
、
自
分
の
代
で

途
絶
え
て
し
ま
う
の
は
寂
し
い
と
の
思

い
が
募
り
、後
輩
の
漁
師
に
声
を
か
け
、

現
在
は
１
年
に
１
日
、
流
し
網
漁
を
行

う
日
を
設
け
て
い
る
。

　

田
子
泰
彦
氏
（
富
山
県
農
林
水
産
総

合
技
術
セ
ン
タ
ー
水
産
研
究
所
内
水
面

課
長
）
は
、「
な
い
す
い
め
ん
」（
全
国

内
水
面
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
発
行
）

の
『
最
後
の
川
魚
漁
師
た
ち
⑤
」
の

中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

̶
̶

神
通
川
の
春
か
ら
初
夏
を
彩
っ
た

「
マ
ス
の
流
し
網
漁
」。
川
舟
二
艘
で
八

の
字
型
に
流
れ
降
り
、
サ
ク
ラ
マ
ス
を

獲
る
。
こ
ん
な
芸
術
的
で
、
風
情
の
あ

る
漁
法
が
日
本
の
清
流
以
外
に
、
い
っ

た
い
ど
こ
に
存
在
し
得
た
だ
ろ
う
か
。

　

マ
ス
流
し
は
、
神
通
川
が
、
い
や
日

本
が
世
界
に
誇
れ
る
文
化
で
あ
っ
た
と

私
は
思
う
。
富
山
市
と
い
う
大
き
な
市

街
地
そ
ば
の
神
通
川
で
ご
く
普
通
に
、

見
る
こ
と
が
で
き
た
。
神
通
川
沿
い
の

土
手
か
ら
、
市
電
の
通
る
富
山
大
橋
な

ど
か
ら
ご
く
自
然
に
見
る
こ
と
が
で
き

た
。「
マ
ス
の
流
し
網
」
は
、
神
通
川
、

い
や
富
山
市
に
と
っ
て
も
な
く
て
は
な

ら
な
い
風
景
だ
っ
た
。̶

̶

　

全
国
の
人
気
駅
弁
の
一
つ
で
も
あ
る

の
が
、
富
山
の
「
ま
す
寿
し
」。
そ
の

起
源
は
、
享
保
２
年
（
１
７
１
７
年
）、

富
山
藩
が
将
軍
・
吉
宗
に
献
上
し
た
鮎

の
す
し
で
、
そ
れ
以
来
富
山
の
名
物
と

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
鮎

ず
し
」
は
神
通
川
で
獲
れ
た
鮎
を
、
ご

飯
に
麹
を
混
ぜ
た
も
の
に
挟
ん
だ
「
な

れ
ず
し
」
だ
っ
た
と
い
う
。

　

十
返
舎
一
九
の
紀
行
文
『
金
草
鞋
』

の
中
に
は
、「
神
通
船
橋
の
た
も
と
に

は
、
鮎
の
す
し
を
食
べ
た
旅
人
の
頬
っ

ぺ
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
る
」
と
記
述

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
有
名
ぶ
り
が
う
か

が
え
る
。
こ
の
鮎
ず
し
が
全
国
に
広

ま
っ
た
の
は
、
売
薬
さ
ん
た
ち
の
地
元

自
慢
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
の
も
、
富

山
ら
し
い
逸
話
で
あ
る
。

　

明
治
以
降
、人
々
の
好
み
も
変
わ
り
、

「
鮎
ず
し
」
は
今
の
「
ま
す
寿
し
」
に

と
変
化
。当
時
、神
通
川
の
川
沿
い
だ
っ

た
七
軒
町
や
諏
訪
川
原
、丸
の
内
に
は
、

今
な
お
多
く
の
ま
す
寿
し
店
が
あ
り
、

富
山
の
食
文
化
を
伝
え
て
い
る
。

　

き
わ
め
て
美
味
し
い
と
評
判
で
、
明

治
期
に
は
皇
室
の
御
料
場
（
ご
り
ょ
う

ば
）
に
指
定
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
と
い

う
神
通
川
の
川
魚
（
御
料
場
に
指
定

さ
れ
た
川
は
長
良
川
と
神
通
川
の
み
）。

鮎
と
鯉
の
指
定
だ
っ
た
長
良
川
に
対

し
、
神
通
川
は
鮎
・
鮭
・
鱒
の
３
種
が

指
定
だ
っ
た
と
の
記
録
が
あ
り
、
神
通

川
は
全
国
一
の
恵
み
の
川
だ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

現
在
は
、
神
通
川
で
獲
れ
る
マ
ス
の

量
が
少
な
い
た
め
、
ま
す
寿
し
の
原
料

は
ほ
と
ん
ど
地
元
の
鱒
で
は
な
く
な
っ

た
。し
か
し
、富
山
の
歴
史
を
た
ど
る
時
、

「
ま
す
寿
し
」
は
ま
さ
に
神
通
川
の
恵
み

か
ら
誕
生
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

富
山
市
街
地
の
成
り
立
ち
に
、
大
き

な
影
響
を
与
え
て
き
た
神
通
川
。
こ
の

川
に
は
、
富
山
ら
し
さ
の
源
が
た
く
さ

ん
つ
ま
っ
て
い
る
。
北
陸
新
幹
線
の
開

業
も
間
近
に
迫
り
、
ま
す
ま
す
富
山
独

自
の
魅
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

の
神
通
川
の
河
川
文
化
を
顕
彰
し
て
い

く
中
で
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
富
山
の
姿

が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

▲ 神通川で流し網漁をする２艘の川舟。（本来は1艘に2人ずつだ
が、撮影のため４人ずつ乗船している）　写真／田子泰彦氏提供

▲ 神通川の川べりにあり、賑わいを見せる鱒・鮭・鮎鮓の店の様子。
　『中越商工便覧』（明治21年発行） 富山市郷土博物館所蔵

▲ 大正期の神通川漁業信用販売組合市場
　写真／富山漁業協同組合所蔵

名
物
・
ま
す
寿
し
と

神
通
川
の
恵
み
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