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栂と
が

野
彦
八
顕
彰
碑
（
富
山
市
）

魚
の
行
商
禁
止
に
死
を
も
っ
て
抗
議

　

富
山
藩
領
四
浦（
西
岩
瀬
・
四
方
・
打

出
・
練
合
）の
一
つ
四
方
港
は
、寛
文
12
年

（
一
六
七
二
）、富
山
藩
大
坂
廻
米
の
積
出

港
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
が
、後

に
は
漁
港
と
し
て
繁
栄
し
て
い
っ
た
。四

浦
か
ら
の
諸
々
の
魚
、四
十
物（
鮮
魚
と
塩

漬
け
加
工
品
の
間
に
あ
る
魚
）の
こ
と
ご

と
く
が
、１
０
０
文
に
付
き
５
文
の
口
銭

（
手
数
料
）で
四
方
浦
で
売
買
さ
れ
た
。

　

さ
て
、富
山
藩
で
は
、従
来
、雑
魚
の
類

は
、城
下
で
自
由
に
振
り
売
り
※
す
る
こ

と
を
許
さ
れ
て
い
た
。と
こ
ろ
が
、寛
政

２
（
１
７
９
０
）年
、富
山
藩
が
財
政
危
機

と
な
り
、再
建
策
の
一
つ
と
し
て
、浜
揚
げ

さ
れ
た
魚
の
一
切
を
藩
で
管
理
し
よ
う
と

し
、洩
れ
魚
監
視
の
た
め
、四
方
街
道
に
百

塚
番
所
を
設
け
、振
り
売
り
を
禁
止
し
よ

う
と
し
た
。こ
の
時
は
、一
応
さ
た
や
み
と

な
っ
た
が
、寛
政
10
年
に
な
っ
て
、「
浜
通

り
の
者
の
内
、外
道
を
通
っ
て
役
洩
れ
の

魚
を
扱
っ
た
り
、小
商
人
が
浜
人
よ
り
直

に
買
い
受
け
て
町
売
り
を
し
て
い
る
。問

屋
へ
登
録
し
た
者
の
ほ
か
、浜
辺
へ
行
っ

て
は
な
ら
ぬ
」と
、勘
定
所
か
ら
申
し
渡
さ

れ
た
。四
方
浦
の
零
細
漁
民
に
と
っ
て
、こ

れ
は
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
。町
民
の
尊

敬
を
集
め
て
い
た
町
年
寄
の
栂
野
彦
八
は
、

漁
民
の
苦
し
み
を
黙
視
す
る
の
に
し
の
び

ず
、郡
奉
行
・
湯
原
宗
兵
衛
に
雑
魚
振
り

売
り
の
黙
認
を
嘆
願
し
、よ
う
や
く
聞
き

届
け
ら
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、文
化
３（
１
８
０
６
）年
に

至
り
、郡
奉
行
所
は
、振
り
売
り
禁
止
の
実

施
に
踏
み
切
っ
た
。そ
し
て
、洩
れ
売
り
の

者
を
捕
え
て
、愛
宕
牢
に
入
れ
た
た
め
、四

方
町
民
は
立
ち
上
が
っ
た
。町
年
寄
の
栂

野
彦
八
は
こ
れ
を
お
さ
え
て
、同
年
12
月

19
日
、郡
奉
行
所
に
参
上
し
、書
状
を
呈
し

て
そ
の
場
で
腹
を
切
っ
た
。45
歳
で
あ
っ

た
。藩
庁
は
、そ
の
義
侠
に
感
じ
て
、奉
行

を
交
替
し
、従
来
ど
お
り
振
り
売
り
を
黙

認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

町
民
は
、彦
八
を
神
と
し
て
祀
り
、都
賀

比
古
神
社
を
建
て
た
。今
は
四
方
神
社
に

合
祀
さ
れ
て
い
る
。四
方
神
社
の
右
奥
に

は
、顕
彰
碑
が
あ
る
の
で
、機
会
が
あ
れ
ば

訪
れ
て
み
て
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。
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①四方神社内にある栂野彦八
顕彰碑。②四方神社。③顕彰
碑の上にはまるい石が置かれ
ている。④顕彰碑の左隣には、
解説板もある。⑤四方漁港。
たくさんの漁船がつながれて
いる。
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※振り売り…持ち歩いている商品の名を大声で呼びながら売り歩くこと。


