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「
荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空
間

　北
前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
」の
物
語

北海道小樽市 / 北海道石狩市 / 北海道函館市 / 北海道松前町
青森県野辺地町 / 青森県鰺ヶ沢町 / 青森県深浦町 / 秋田県能代市
秋田県男鹿市 / 秋田県秋田市 / 秋田県由利本荘市 
秋田県にかほ市 / 山形県酒田市 / 山形県鶴岡市 / 新潟県新潟市
新潟県佐渡市 / 新潟県長岡市 / 新潟県出雲崎町 / 新潟県上越市
富山県富山市 / 富山県高岡市 / 石川県輪島市 / 石川県志賀町
石川県金沢市 / 石川県白山市 / 石川県小松市 / 石川県加賀市
福井県坂井市 / 福井県南越前町 / 福井県敦賀市
福井県小浜市 / 京都府宮津市 / 大阪府大阪市
大阪府泉佐野市 / 兵庫県神戸市 / 兵庫県高砂市
兵庫県姫路市 / 兵庫県たつの市 / 兵庫県新温泉町
兵庫県赤穂市 / 兵庫県洲本市 / 鳥取県鳥取市
島根県浜田市 / 岡山県備前市 / 岡山県倉敷市 / 香川県多度津町
広島県尾道市 / 広島県竹原市 / 広島県呉市



「日本遺産」（Japan Heritage）は地域の歴史的魅力
や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリー
として文化庁が認定するものです。
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一
攫
千
金
の
夢
物
語「
北
前
船
」

　

こ
の
ほ
か
、
瀬
戸
内
の
塩
を
江
戸
に
運
ん

だ
塩
回
船
や
、
長
崎
で
輸
入
さ
れ
る
絹
糸
を

大
阪
へ
運
び
、
帰
り
に
昆
布
や
干
し
た
ア
ワ

ビ
な
ど
中
国
へ
の
輸
出
品
を
運
ん
だ
糸
荷
回

船
も
あ
り
ま
す
。特
に
塩
は
、
江
戸
の
近
辺

（
東
京
湾
沿
岸
）で
の
生
産
量
は
微
々
た
る
も

の
で
し
た
か
ら
、
江
戸
か
ら
関
東
地
方
各
地

へ
も
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

徳
川
幕
府
の
お
ひ
ざ
元
で
あ
る
江
戸
は

百
万
人
も
の
人
口
が
あ
り
、
当
時
世
界
最
大

の
都
市
だ
っ
た
の
で
す
が
、
衣
類
を
は
じ
め

生
活
必
需
品
を
十
分
に
は
生
産
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。だ
か
ら
関
西
か
ら
大
量
の
物
資
を

運
ん
だ
の
で
す
。し
か
し
、帰
り
船
に
積
む
荷

物
は
あ
り
ま
せ
ん
。寄
港
地
も
少
な
く
、菱
垣

回
船
も
樽
回
船
も
江
戸
ま
で
の
片
道
運
賃
で

稼
ぐ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
北
前
船
は
、
寄
港
地
で
安

い
と
思
う
品
物
が
あ
れ
ば
買
い
、
船
の
荷
物

で
高
く
売
れ
る
物
が
あ
れ
ば
そ
こ
で
売
る
と

い
う「
商
売
」を
し
な
が
ら
北
海
道
へ
往
復
し

て
い
た
船
な
の
で
す
。こ
れ
を
「
買か

い

積づ
み

船
」
と

　

江
戸
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
明
治
30
年
代
に

か
け
て
、
大
量
の
荷
物
を
積
ん
で
日
本
海
を

往
来
し
て
い
た
多
く
の
船
が
あ
り
ま
し
た
。

北
前
船
と
呼
ば
れ
る
船
で
す
。「
北
前
船
と
は

何
か
」と
い
う
定
義
に
は
、研
究
者
に
よ
っ
て

こ
ま
か
い
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
共
通
項
で

く
く
っ
て
み
る
と
①
大
阪
と
北
海
道
（
江
戸

時
代
の
地
名
で
は
大
坂
と
蝦
夷
地
）
を
日
本

海
回
り
で
往
復
し
て
い
た
、
②
寄
港
地
で
積

荷
を
売
り
、新
た
な
仕
入
れ
も
し
た
、③
帆
船

―
―
と
言
え
る
よ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
荷
物
を
積
ん
で
海
を
走
る
船

を
「
回
船
」
と
言
い
ま
し
た
。全
国
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
航
路
が
あ
り
、
特
定
の
荷
物
を
専
門

的
に
運
ぶ
回
船
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
最
も
船
の
数
が
多
く
、
ひ
ん
ぱ

ん
に
航
海
し
て
い
た
の
は
、
大
阪
か
ら
江
戸

へ
向
か
っ
た
菱ひ

垣が
き

回
船
や
樽た

る

回
船
で
す
。何

で
も
運
ぶ
菱
垣
回
船
が
ま
ず
登
場
し
、
後
に

酒
樽
を
運
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
樽
回
船
が

現
れ
ま
す
。冬
は
荒
海
と
な
っ
た
日
本
海
に

対
し
、
太
平
洋
を
走
る
菱
垣
回
船
や
樽
回
船

は
一
年
中
、何
度
も
往
復
し
ま
し
た
。

右／小浜の写真師・井田米蔵
が、明治末期から大正期にか
けて撮影した北前船（井田家
所蔵古写真・福井県立若狭歴
史博物館提供）（８P、10P
の写真も同様）

左／日本海の荒波
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な
り
、お
金
を
貯
め
て
、自
分
の
船
を
持
つ
と

大
金
持
ち
に
な
れ
た
の
で
す
。武
士
を
頂
点

と
し
た
身
分
制
度
の
あ
っ
た
時
代
、
自
分
の

才
覚
と
努
力
で
、
そ
ん
な
チ
ャ
ン
ス
を
つ
か

む
こ
と
の
で
き
る
北
前
船
は
庶
民
の
夢
物
語

で
も
あ
り
ま
し
た
。実
は
北
前
船
に
は
、数
多

く
の
遭
難
記
録
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
で
も「
北

前
船
の
夢
」を
追
う
船
乗
り
が
、絶
え
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

北
前
船
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
も
運
び
ま

し
た
。例
え
ば
食
文
化
。北
海
道
の
昆
布
に

よ
っ
て
、
西
日
本
で
現
在
の
和
食
の
基
礎
が

で
き
ま
し
た
。

　

民
謡
も
あ
り
ま
す
。九
州
が
発
祥
の「
ハ
イ

ヤ
節
」は
、
新
潟
県
の「
佐
渡
お
け
さ
」と
な

り
、
さ
ら
に
青
森
県
の「
津
軽
ア
イ
ヤ
節
」に

姿
を
変
え
ま
し
た
。島
根
県
の「
出
雲
節
」が
、

「
秋
田
船
方
節
」に
な
っ
た
の
も
、
北
前
船
の

船
乗
り
が
覚
え
伝
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
定
着
し
た
結
果
で
す
。

　

日
本
海
沿
岸
各
地
に
残
る「
裂さ

き

織お
り

」は
、
古

着
を
裂
い
て
横
糸
に
し
た
織
物
で
す
。し
な

や
か
で
、丈
夫
な
木
綿
は
江
戸
時
代
の
初
め
、

今
の
大
阪
府
で
綿
花
栽
培
が
始
ま
り
、
日
本

人
に
「
衣
料
革
命
」
を
も
た
ら
し
ま
し
た
が
、

寒
い
地
方
で
は
綿
花
が
育
ち
ま
せ
ん
。裂
織

は
、
北
前
船
が
運
ん
だ
古
着
な
ど
貴
重
な
木

綿
の
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
で
す
。そ
こ
か
ら
派

生
し
た「
刺
し
子
」は
、
今
で
も
各
地
に
伝
承

さ
れ
て
い
ま
す
。

言
い
、
ほ
か
の
航
路
の
回
船
と
の
最
も
違
う

大
き
な
特
徴
で
す
。

　

北
前
船
に
は「
千
石
船
」と
い
う
イ
メ
ー
ジ

も
あ
り
ま
す
。で
も
、
こ
れ
は「
米
を
１
千
石

積
む
こ
と
が
で
き
る
大
き
さ
」
と
い
う
意
味

で
す
。重
さ
で
換
算
す
る
と
、１
５
０
㌧
の
米

で
す
。実
際
に
は
５
百
石
積
み
程
度
の
中
型

船
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
北
前
船
史
上
最

大
の
船
は
、
２
４
０
０
石
積
み
も
あ
り
ま
し

た
。

　

船
の
形
と
し
て
は「
ベ
ザ
イ
船
」ば
か
り
で

す
。漢
字
で
は「
弁
才
」と
か「
弁
財
」と
書
き

ま
す
。白
く
、巨
大
な
帆
１
枚
で
帆
走
す
る
和

船
を
想
像
し
て
も
ら
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

　

弁
才
船
は
、
瀬
戸
内
海
で
発
達
し
た
船
型

で
す
。江
戸
中
期
ま
で
は
伊
勢
の
伊
勢
船
や
、

東
北
・
北
陸
地
方
の
北
国
船
、
羽
賀
瀬
船
な

ど
、
地
方
ご
と
に
特
徴
的
な
船
型
が
あ
り
ま

し
た
。北
前
船
が
弁
才
船
ば
か
り
に
な
っ
た

の
は
、船
体
が
堅
牢
な
の
に
加
え
、現
在
の
船

と
同
じ
よ
う
に
鋭
い
船
首
で
波
を
切
り
裂

き
、
西
洋
の
ヨ
ッ
ト
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、逆
風
で
も
進
む
こ
と
が
で
き
る
、す
ぐ
れ

た
帆
走
性
能
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　　

千
石
船
で
大
阪
と
北
海
道
を
１
往
復
す

る
と
、
北
前
船
は
千
両
も
の
利
益
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。今
な
ら
６
千
万
円
か
ら

１
億
円
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

見
習
い
の
船
乗
り
か
ら
始
ま
っ
て
船
頭
に

5



た
際
も
無
税
と
す
る
よ
う
沿
岸
の
各
藩
に
通

知
し
、
超
長
距
離
の「
西
回
り
航
路
」を
整
備

し
ま
し
た
。

　

こ
の
航
路
の
安
全
性
を
知
っ
た
津
軽
、
秋

田
な
ど
日
本
海
側
の
諸
藩
も
大
阪
ま
で
直
航

で
、年
貢
米
を
運
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

近
江
商
人
の
敦
賀
―
北
海
道
航
路
と
、
瑞

賢
の
西
回
り
航
路
の
う
ち
酒
田
―
大
阪
航
路

が
結
び
つ
い
た
の
が「
北
前
船
の
航
路
」と
言

え
ま
す
。け
れ
ど
、す
ぐ
に
北
前
船
が
動
き
始

め
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

敦
賀
で
陸
揚
げ
す
る
米
は
減
り
ま
し
た

が
、
近
江
商
人
が
運
ぶ
北
海
道
の
産
物
は
逆

に
増
え
続
け
ま
し
た
。江
戸
時
代
に
な
っ
て

全
国
的
に
開
田
が
進
み
、
人
々
の
暮
ら
し
が

豊
か
に
な
っ
て
、
昆
布
や
身
欠
き
ニ
シ
ン
な

ど
の
需
要
が
急
速
に
増
え
た
か
ら
で
す
。昆

布
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
内
浦

湾
の
真
昆
布
の
生
産
量
が
急
増
し
、
京
阪
神

へ
大
量
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
事
情
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
綿
花
、イ
グ
サ
、藍
な
ど
の
換
金
作

物
の
栽
培
が
瀬
戸
内
一
帯
で
広
が
る
に
つ

れ
、肥
料
の
需
要
が
高
ま
り
ま
し
た
。と
こ
ろ

　

北
前
船
が
登
場
す
る
以
前
、
北
海
道
の
産

物
を
一
手
に
取
り
扱
っ
て
い
た
の
は
、
戦
国

時
代
の
末
期
か
ら
松
前
に
進
出
し
て
い
た
近

江
商
人
で
し
た
。彼
ら
は
商
品
を
敦
賀
で
陸

揚
げ
し
、
琵
琶
湖
を
経
由
し
て
大
阪
へ
運
ん

で
売
り
さ
ば
き
ま
し
た
。

　

自
前
の
船
を
持
つ
近
江
商
人
も
い
ま
し
た

が
、多
く
は
共
同
で
船
を
仕
立
て
、船
乗
り
を

雇
い
ま
し
た
。そ
の
多
く
は
、北
陸
の
船
乗
り

で
す
。後
に
こ
の
中
か
ら
自
分
の
船
を
得
て
、

北
海
道
の
産
物
を
大
阪
で
売
る
人
た
ち
が
現

れ
ま
す
。そ
れ
が
北
前
船
で
す
が
、そ
の
き
っ

か
け
と
し
て
、
航
路
の
整
備
が
見
逃
せ
ま
せ

ん
。

　

幕
府
は
寛
文
12
年（
１
６
７
２
）、
江
戸
の

商
人
・
河
村
瑞
賢
に
、最
上
川
流
域
に
あ
っ
た

15
万
石
の
天
領（
幕
府
の
領
地
）の
米
を
、
河

口
の
酒
田
か
ら
江
戸
ま
で
運
ぶ
航
路
の
整
備

を
命
じ
ま
し
た
。酒
田
か
ら
江
戸
ま
で
は
、津

軽
海
峡
を
通
過
し
て
太
平
洋
岸
を
航
行
し
た

「
東
回
り
」の
方
が
近
い
の
で
す
が
、
と
て
も

危
険
な
海
域
が
続
き
ま
す
。そ
こ
で
瑞
賢
は

佐
渡
の
小
木
、下
関
、大
阪
な
ど
10
か
所
を
正

式
寄
港
地
と
定
め
、
そ
の
他
の
港
に
入
港
し

北
前
船
の
歴
史

江戸時代に西回り航路の起点
として整備された酒田湊。最
上川河口を一望できる日和山
公園には西回り航路を整備
し、 北前船と酒田湊発展の礎
を 作った河村瑞賢像や航路
の安全を祈願して文化 10 年

（1813 年）に建立した常夜
灯があり、今でも日本海を見
守っています
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実
は
、
北
前
船
の
最
盛
期
は
明
治
に
な
っ

て
か
ら
で
す
。江
戸
時
代
は
松
前
藩
が
松
前
、

江
差
、
函
館
し
か
回
船
の
入
港
を
許
さ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
明
治
３
年
か
ら
ど
こ
の

港
で
も
交
易
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で

す
。ま
た
、西
洋
式
帆
船
の
よ
う
に
複
数
の
帆

を
装
着
す
る
な
ど
、
船
の
改
良
も
進
ん
だ
こ

と
も
理
由
の
ひ
と
つ
で
す
。

　　

し
か
し
、明
治
20
年
代
に
な
る
と
、少
し
ず

つ
北
前
船
の
利
益
は
減
り
始
め
ま
し
た
。　

　

通
信
手
段
が
手
紙
し
か
な
か
っ
た
時
代

は
、
地
域
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
る
商
品

価
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
実
際
に

各
地
を
訪
れ
る
北
前
船
の
船
頭
ぐ
ら
い
だ
っ

た
の
で
、
そ
の「
差
額
」を
利
用
し
て
大
き
な

利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。と
こ

ろ
が
、
電
信
と
い
う
文
明
開
化
の
通
信
手
段

が
次
第
に
普
及
し
、
価
格
情
報
が
北
前
船
の

独
占
で
は
な
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。

　

そ
し
て
明
治
24
年
、
東
京
―
青
森
間
の
東

北
本
線
が
全
通
し
ま
し
た
。津
軽
海
峡
さ
え

越
え
れ
ば
、
北
海
道
と
東
京
が
陸
路
で
直
結

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。ま
た
、荷
物
を

大
量
に
、
し
か
も
安
全
に
輸
送
で
き
る
汽
船

が
次
第
に
普
及
し
始
め
ま
し
た
。

　

明
治
30
年
代
に
な
る
と
北
前
船
は
ど
ん
ど

ん
姿
を
消
し
、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
北
海
道

周
辺
の
海
が
危
険
に
な
っ
た
こ
と
が
、
北
前

船
の
歴
史
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
ま
し
た
。

が
九
十
九
里
浜（
千
葉
県
）な
ど
、
そ
れ
ま
で

魚
肥
と
な
る
イ
ワ
シ
の
大
量
供
給
地
で
も
水

田
開
発
が
進
み
、
地
元
需
要
の
た
め
に
西
日

本
へ
は
運
ば
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。イ
ワ
シ

に
代
わ
る
魚
肥
と
な
っ
た
の
が
、
ニ
シ
ン
で

す
。18
世
紀
に
入
る
と
、ニ
シ
ン
を
煮
て
魚
油

を
絞
っ
た
残
り
粕
を
肥
料
に
す
る
技
術
が
生

ま
れ
、
大
量
に
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　

近
江
商
人
に
雇
わ
れ
て
い
た
北
陸
の
船
頭

た
ち
は
「
同
じ
こ
と
を
や
れ
ば
大
も
う
け
で

き
る
」と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の

た
め
に
①
自
前
の
船
を
持
つ
、
②
近
江
商
人

以
外
の
江
差
や
函
館
の
商
人
と
取
引
す
る
、

③
大
阪
の
商
品
問
屋
と
直
接
取
引
を
す
る
―

―
な
ど
の
努
力
を
経
て
、
彼
ら
は
近
江
商
人

か
ら
独
立
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
が
北
前
船
で
す
。18
世
紀
中
ご
ろ
の

こ
と
で
し
た
。

　

18
世
紀
末
、
か
な
り
の
強
風
で
も
破
れ
な

い
丈
夫
な
帆
布（
松
右
衛
門
帆
）が
発
明
さ
れ

て
、
大
阪
―
北
海
道
を
年
に
２
往
復
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
北
陸
だ
け
で
な

く
、
各
地
に「
北
前
船
商
売
」を
す
る
船
主
が

登
場
し
、近
・
中
距
離
を
こ
ま
め
に
走
ら
せ
始

め
ま
す
。さ
ら
に
19
世
紀
に
な
っ
て
幕
府
が

東
蝦
夷
地（
内
浦
湾
か
ら
東
の
北
海
道
）を
直

轄
地
と
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
産
物
を
江
戸

へ
運
ぶ
商
人
も
出
て
き
ま
し
た
。こ
う
し
て

北
前
船
は
多
様
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
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船
乗
り
の
組
織
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　

米
を
１
千
石
積
め
る
北
前
船
に
は
、
通
常

11
～
13
人
が
乗
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

最
高
責
任
者
は
、船
頭
で
す
。船
の
運
航
か

ら
商
品
の
売
買
、
乗
員
の
統
率
ま
で
す
べ
て

を
統
括
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
下
に
は
、「
三
役
」と
呼
ば
れ
る
重
要

ポ
ス
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
現
在
の
航
海
士
に
あ
た
る「
表

お
も
て

司し

」

で
す
。出
帆
す
れ
ば
昼
夜
を
問
わ
ず
進
路
を

見
定
め
、
目
的
地
ま
で
の
航
路
を
指
示
し
ま

す
。次
に
、
帆
や
舵
の
操
作
、
そ
の
他
す
べ
て

の
甲
板
上
の
作
業
を
指
揮
す
る
「
親お

や

仁じ

」。水

夫
長
で
す
ね
。

　
「
三
役
」で
は
も
う
１
人
、
事
務
長
で
あ
る

「
知ち

工く

」
が
重
要
で
す
。積
み
荷
の
受
け
渡
し

を
指
示
し
、帳
簿
を
付
け
、船
頭
と
相
談
し
て

お
金
の
出
し
入
れ
を
し
ま
し
た
。北
前
船
は

大
金
が
動
く
取
引
も
多
く
、
責
任
の
重
い
仕

事
で
し
た
。

　

一
般
船
員
は
、水か

こ主
と
言
い
ま
す
。こ
の
中

で
表
司
を
補
佐
す
る
片
表
、
舵
を
動
か
す
楫か

じ

子こ

、
碇
を
上
げ
下
げ
す
る「
碇

い
か
り

捌さ
ば
き」な

ど
の
職

務
は
、
ベ
テ
ラ
ン
の
役
目
で
し
た
。一
番
下

が
、調
理
担
当
の
炊か

し
きで

す
。朝
は
最
も
早
く
起

き
て
飯
を
炊
き
、
寄
港
し
て
も
船
の
留
守
番

　

旧
暦
２
月
、
現
在
の
暦
で
３
月
に
な
る
と

北
前
船
が
出
帆
す
る
季
節
で
す
。多
く
の
船

は
大
阪
を
出
ま
す
が
、
船
主
に
よ
っ
て
は
秋

田
、酒
田
、新
潟
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
で
冬

囲
い
し
、「
上
り
一
番
船
」と
し
て
ま
ず
大
阪

へ
向
か
い
、
改
め
て
北
海
道
を
目
指
す
船
も

あ
り
ま
し
た
。

　

北
海
道
に
着
く
の
は
４
月
末
～
５
月
で

す
。北
海
道
の
産
物
を
積
み
込
ん
で
、再
び
大

阪
を
目
指
し
て
出
港
す
る
の
は
８
月
ご
ろ
に

な
り
ま
す
。多
く
の
北
前
船
主
が
い
た
北
陸

の
例
で
す
が
、
台
風
シ
ー
ズ
ン
の
前
に
下
関

か
ら
瀬
戸
内
海
に
入
り
、大
阪
・
淀
川
の
支
流

に
船
を
係
留
し
、
船
頭
以
外
の
船
乗
り
た
ち

は
、徒
歩
で
帰
郷
し
ま
し
た
。

　

帰
郷
し
た
船
乗
り
た
ち
は
、
毎
日
の
よ
う

に
船
主
の
家
で
掃
除
、雪
除
け
、も
ち
つ
き
な

ど
、頼
ま
れ
れ
ば
何
で
も
や
り
ま
し
た
。で
も

10
日
ぐ
ら
い
は
休
み
を
も
ら
い
、
湯
治
に
行

く
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

一
方
、大
阪
に
残
っ
た
船
頭
は
、売
れ
残
っ

た
積
荷
が
あ
れ
ば
売
り
さ
ば
き
、
翌
年
春
に

積
み
込
む
商
品
を
仕
入
れ
る
大
事
な
役
目
が

あ
り
ま
し
た
。故
郷
に
帰
れ
る
の
は
、正
月
の

前
後
ぐ
ら
い
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
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工
の
棟
梁
は
、
年
収
が
25
両
ほ
ど
で
し
た
か

ら
、最
も
高
給
の
職
業
で
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
北
前
船
の
船
頭
は
、
１
航

海
の
給
料
が
た
っ
た
２
、３
両
で
し
た
。し
か

し
船
頭
に
は
、船
主
の
積
み
荷
の
１
割
程
度
、

自
分
の
商
品
を
積
む
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま

し
た
。千
石
積
み
の
北
前
船
の
利
益
は
千
両

に
も
な
り
ま
し
た
か
ら
、
単
純
に
計
算
す
る

と
、
船
頭
は
１
航
海
で
百
両
を
稼
ぐ
こ
と
が

で
き
た
の
で
す
。こ
の
売
買
を
「
帆ほ

待ま

ち
稼

ぎ
」と
言
い
ま
す
。他
の
航
路
で
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
北
前
船
で
は
早
く
か
ら
認

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

三
役
以
下
の
乗
員
に
も
、「
切き

り

出だ
し

」と
い
う

ボ
ー
ナ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。船
主
が
、売
上
高

の
う
ち
５
～
10
％
を
船
乗
り
に
分
配
し
た
の

で
す
。こ
う
す
る
と
船
乗
り
た
ち
は
船
主
の

荷
物
を
大
切
に
扱
い
、
船
頭
が
自
分
の
荷
物

ば
か
り
を
優
先
さ
せ
な
い
よ
う
見
張
る
役
目

も
果
た
し
て
く
れ
ま
す
。よ
く
で
き
た「
社
員

管
理
術
」と
言
え
ま
す
ね
。

　

こ
う
し
て
、
船
頭
に
な
る
ま
で
に
も
貯
金

で
き
る
仕
組
み
が
あ
っ
た
の
で
、
遭
難
の
危

険
が
あ
っ
て
も
北
前
船
に
乗
り
た
が
る
人

は
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。身
分
制
度
が
厳
し

か
っ
た
江
戸
時
代
、北
前
船
は
、荒
海
へ
乗
り

出
す
勇
気
と
、商
売
の
才
覚
さ
え
あ
れ
ば
、普

通
の
庶
民
が
大
富
豪
に
な
れ
る
「
夢
物
語
」

だ
っ
た
の
で
す
。

を
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

船
乗
り
の
ス
タ
ー
ト
は
炊
で
す
。普
通
は

14
～
15
歳
で
雇
わ
れ
ま
す
。航
海
を
重
ね
て

楫
子
、碇
捌
、片
表
な
ど
に
成
長
し
、や
が
て

三
役
、船
頭
と
な
る
の
で
す
が
、三
役
や
船
頭

の
年
齢
は
40
代
、50
代
が
多
く
、炊
か
ら
は
30

年
も
か
か
る
の
が
普
通
で
し
た
。

　

船
頭
は
、船
主
に
雇
わ
れ
た「
沖
船
頭
」と
、

自
分
が
船
主
の
「
直じ

き

乗の
り

船
頭
」
に
区
別
さ
れ

ま
す
。北
前
船
の
船
頭
は
取
引
の
責
任
者
で

も
あ
る
の
で
、
人
並
み
以
上
の
「
読
み
書
き

算そ
ろ
ば
ん盤

」
の
能
力
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ

で
、
知
工
が
し
ば
し
ば
船
頭
に
昇
格
し
ま
し

た
。航
海
は
、し
っ
か
り
し
た
表
司
と
親
仁
が

い
れ
ば
間
に
合
っ
た
か
ら
で
す
。

　

中
に
は
30
代
で
沖
船
頭
に
な
る
人
も
い
れ

ば
、
50
歳
を
過
ぎ
て
も
水
主
の
ま
ま
と
い
う

人
も
い
ま
し
た
。船
乗
り
の
出
世
は
、実
力
本

位
だ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

千
石
積
み
の
弁
才
船
を
１
艘
造
る
に
は
、

千
両
か
か
る
の
が
相
場
で
し
た
。中
古
船
で

も
５
百
両
は
し
ま
し
た
。し
か
し
沖
船
頭
か

ら
独
立
し
て
、
船
主
と
な
っ
た
人
は
数
え
切

れ
ま
せ
ん
。そ
ん
な
金
を
た
め
ら
れ
る
ほ
ど

北
前
船
の
船
頭
の
給
料
が
高
か
っ
た
の
か
と

言
う
と
、そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
―
江
戸
を
往
復
し
た
菱
垣
回
船
や
樽

回
船
の
船
頭
は
、
年
に
30
～
40
両
の
給
料
が

あ
り
ま
し
た
。当
時
の
花
形
職
業
だ
っ
た
大

轆轤を回して帆を
巻きあげる水主

ろくろ

表（航海士）
おもて

水主（船乗り）
かこ

片表（副航海士）
かたおもて

水主（船乗り）
かこ

k.l.

船頭（船長）

親仁（水夫長）
おやじ

水主（舵子＝操舵手）
かこ かじこ

炊（炊事係）
かしき

知工（事務長）
ちく

北前型弁才船・乗組員の配置
出所：（財）日本海事科学振興財団 発行『北前船』より
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動
く
総
合
商
社「
北
前
船
」

な
ど
で
も
大
名
の
年
貢
米
は
売
買
さ
れ
ま
し

た
。そ
の
相
場
を
見
て
、
安
い
米
を
買
い
足

し
、
逆
に
高
け
れ
ば
積
荷
の
米
を
売
り
ま
し

た
。

　

も
う
ひ
と
つ
、瀬
戸
内
の
塩
は
、日
本
海
へ

出
れ
ば
ど
こ
で
で
も
売
れ
ま
し
た
。瀬
戸
内

に
塩
田
が
広
が
っ
た
理
由
を
、よ
く「
遠
浅
の

浜
辺
が
多
く
、晴
れ
た
日
も
多
い
か
ら
」と
説

明
さ
れ
ま
す
が
、も
う
ひ
と
つ
、北
前
船
の
役

割
が
見
逃
せ
ま
せ
ん
。北
前
船
に
よ
っ
て
販

路
が
広
が
っ
た
か
ら
、
安
心
し
て
生
産
量
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

ま
た
北
海
道
で
は
、
そ
れ
ま
で
乾
燥
さ
せ

る
し
か
保
存
方
法
の
な
か
っ
た
鮭
を
、
塩
鮭

に
加
工
で
き
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。そ

し
て
19
世
紀
、
北
海
道
の
東
半
分
を
幕
府
が

直
轄
地
と
し
て
か
ら
江
戸
へ
直
航
す
る
船
が

現
れ
、
江
戸
っ
子
が
塩
鮭
で
朝
飯
を
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

江
戸
初
期
、
河か

わ
ち内（

大
阪
府
）で
綿
の
本
格

的
な
栽
培
が
始
ま
り
、
糸
を
つ
む
い
で
織
っ

た
木
綿
は
、
そ
れ
ま
で
の
麻
な
ど
の
布
地
に

比
べ
て
柔
軟
性
が
あ
り
、
吸
湿
性
に
も
す
ぐ

れ
、日
本
の
衣
類
に
革
命
を
起
こ
し
ま
し
た
。

し
か
し
綿
は
熱
帯
性
の
植
物
で
、
北
国
で
は

　

北
前
船
は
、
大
阪
―
北
海
道
の
往
復
が
基

本
的
な
航
路
で
す
。北
海
道
に
着
く
ま
で
に

あ
ち
こ
ち
の
寄
港
地
で
、
売
れ
そ
う
な
物
は

何
で
も
買
い
、帰
り
に
は
ニ
シ
ン
、昆
布
な
ど

を
満
載
し
て
瀬
戸
内
海
を
目
指
す
の
が
通
常

で
し
た
。そ
れ
は
北
海
道
唯
一
の
大
名
領
、松

前
藩
の
特
殊
事
情
に
も
よ
り
ま
す
。

　

稲
を
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
北

海
道
で
は
、主
食
の
米
は
も
ち
ろ
ん
、稲
わ
ら

も
な
い
の
で
ナ
ワ
、ワ
ラ
ジ
を
は
じ
め
、ほ
と

ん
ど
の
生
活
物
資
を
本
州
か
ら
手
に
入
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。松
前
藩
の

人
々
は
そ
の
資
金
を
、
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
が

獲
る
鮭
な
ど
の
海
産
物
を
物
々
交
換
で
手
に

入
れ
て
、
松
前
の
近
江
商
人
に
売
っ
て
得
て

い
ま
し
た
。つ
ま
り
松
前
藩
は
、
最
初
か
ら
、

交
易
で
成
り
立
っ
て
い
た
大
名
領
だ
っ
た
の

で
す
。

　

米
は
、
物
々
交
換
で
そ
の
お
い
し
さ
を

知
っ
た
ア
イ
ヌ
の
人
々
も
欲
し
が
る
商
品
で

し
た
。大
阪
の
米
市
場
に
は
、日
本
海
沿
岸
か

ら
西
日
本
全
域
の
大
名
の
年
貢
米
が
集
ま
り

ま
し
た
。北
前
船
は
大
阪
を
出
帆
す
る
時
に

米
を
仕
入
れ
ま
し
た
が
、敦
賀
や
新
潟
、酒
田

右／松前城
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利
益
の
中
で
、「
下
り
船
」は
百
両
ほ
ど
で
す
。

残
り
９
百
両
の
利
益
を
生
ん
だ
の
は
、
大
阪

へ
戻
る
上
り
船
で
す
。

　

最
大
の
商
品
は
、ニ
シ
ン
で
し
た
。春
に
な

る
と
海
の
色
が
変
わ
る
ほ
ど
海
岸
に
押
し
寄

せ
た
北
海
道
の
ニ
シ
ン
は
、
煮
て
魚
油
を
絞

り
、
残
っ
た
ニ
シ
ン
粕
を
発
酵
さ
せ
て
肥
料

に
し
ま
す
。こ
れ
が
仕
入
れ
値
の
５
倍
、時
に

は
10
倍
で
も
売
れ
た
の
で
す
。北
前
船
の
大

も
う
け
の
秘
密
は
、
ニ
シ
ン
だ
っ
た
と
言
っ

て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

上
り
船
に
は
干
し
た
ア
ワ
ビ
、ナ
マ
コ
、フ

カ
ヒ
レ
も
大
量
に
積
み
込
ま
れ
ま
し
た
。こ

の
３
品
は
俵
に
詰
め
て
運
ば
れ
た
の
で
俵
物

と
呼
ば
れ
、
長
崎
か
ら
中
国
へ
の
輸
出
品
に

な
り
ま
し
た
。

　

中
国
へ
は
昆
布
も
大
量
に
輸
出
さ
れ
ま
し

た
。中
国
大
陸
の
内
陸
部
に
多
か
っ
た
バ
セ

ド
ウ
病
と
い
う
病
気
に
効
く
薬
草
と
し
て
、

甲
状
腺
ホ
ル
モ
ン
の
異
常
が
原
因
の
病
気
に

効
く
薬
で
し
た
。

　

古
く
か
ら
日
本
で
は
昆
布
を
食
べ
て
い
ま

し
た
が
、
北
前
船
が
大
量
に
運
ん
だ
お
か
げ

で
、
和
食
の
基
本
で
あ
る
昆
布
出
汁
が
庶
民

の
味
と
な
り
、
富
山
県
の
昆
布
巻
き
か
ま
ぼ

こ
、各
地
の
お
ぼ
ろ
昆
布
、そ
し
て
ア
ナ
ゴ
の

昆
布
巻
き
の
よ
う
な
料
理
も
広
ま
っ
た
の
で

す
。

　

北
前
船
の
恩
恵
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
現

在
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
す
ね
。

栽
培
で
き
ま
せ
ん
。だ
か
ら
木
綿
は
古
着
で

も
、端
切
れ
で
も
大
歓
迎
さ
れ
、北
前
船
の
必

須
商
品
と
な
り
ま
し
た
。

　　

江
戸
時
代
の
鉄
の
８
割
は
、
中
国
山
地
で

生
産
さ
れ
ま
し
た
。砂
鉄
を
原
料
に
し
た「
た

た
ら
製
鉄
」で
す
。北
前
船
が
運
ん
だ
鉄
は
鍬く

わ

や
鎌か

ま

な
ど
の
農
具
、鍋な

べ

、飯
を
炊
く
釜
な
ど
の

生
活
用
具
に
加
工
さ
れ
、
人
々
の
暮
ら
し
を

支
え
ま
し
た
。ま
た
各
地
に
刃
物
産
業
を
興

す
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

紙
も
、
北
前
船
が
原
料
の
コ
ウ
ゾ
や
ミ
ツ

マ
タ
な
ど
を
運
ん
だ
お
か
げ
で
、
各
地
で
生

産
さ
れ
、重
要
な
商
品
と
な
り
ま
し
た
。

　

石
も
、大
事
な
積
み
荷
で
す
。船
を
安
定
さ

せ
る
た
め
も
バ
ラ
ス
ト（
重
石
）と
し
て
積
み

込
ま
れ
ま
し
た
。北
海
道
交
易
が
近
江
商
人

だ
け
だ
っ
た
時
代
は
、
福
井
県
坂
井
市
の
三

国
で
積
み
込
む
笏

し
ゃ
く

谷だ
に

石い
し

ば
か
り
で
し
た
が
、

大
阪
を
出
発
す
る
北
前
船
の
時
代
に
な
る

と
、
瀬
戸
内
各
地
で
積
み
込
む
御
影
石
が
主

流
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、陶
磁
器
、漆
器
、ロ
ウ
ソ
ク
な

ど
の
生
活
用
具
か
ら
、お
菓
子
や
人
形
ま
で
、

北
海
道
へ
の
下
り
船
で
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

物
を
運
ん
だ
と
言
え
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、北
前
船
は「
動
く
総
合

商
社
」だ
っ
た
の
で
す
。

　　

し
か
し
、千
石
船
の
１
航
海
で
千
両（
今
な

ら
６
千
万
円
～
１
億
円
）
と
い
う
北
前
船
の
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北
前
船
の
折
り
返
し
点
は
、
北
海
道

の
港
で
す
。松
前
藩
の
人
々
の
食
糧
、生

活
物
資
を
運
び
、帰
り
に
は
ニ
シ
ン
、昆

布
な
ど
を
積
ん
で
、
北
前
船
が
巨
万
の

富
を
得
た
こ
と
は
、
前
に
紹
介
し
ま
し

た
。で
も
こ
れ
は
、北
前
船
側
の
視
点
で

す
。逆
に
松
前
藩
の
方
に
も
、大
き
な
恩

恵
が
あ
り
ま
し
た
。

　

松
前
藩
は
松
前
、江
差
、函
館
の
３
カ

所
を
交
易
港
と
定
め
、
そ
れ
以
外
に
は

本
州
か
ら
来
る
回
船
の
寄
港
を
認
め
ま

せ
ん
で
し
た
。藩
の
領
地
で
あ
り
、和
人

（
ア
イ
ヌ
以
外
の
、
本
土
か
ら
移
り
住

ん
だ
人
々
）
の
居
住
地
域
が
こ
の
範
囲

だ
っ
た
か
ら
で
す
。が
、
そ
れ
に
加
え

て
、
役
人
が
監
視
で
き
な
い
場
所
で
は

税
金
が
徴
収
で
き
な
い
と
い
う
理
由
も

北
海
道
小
樽
市
　
北
海
道
石
狩
市

北
海
道
松
前
町
　
北
海
道
函
館
市

北
海
道
と
北
前
船

あ
り
ま
し
た
。

　

松
前
藩
で
は
出
港
税
を
取
っ
て
い

て
、
北
前
船
の
時
代
に
は
こ
の
税
収
が

藩
財
政
を
支
え
る
大
き
な
柱
で
し
た
か

ら
、
す
べ
て
の
回
船
を
監
視
す
る
た
め

に
も
港
を
限
定
し
た
の
で
す
。入
港
税

を
取
る
藩
も
あ
り
、多
く
の
港
で
、そ
こ

で
商
売
を
す
れ
ば
移
出
入
税
（
移
出
は

取
引
税
、
移
入
は
関
税
と
考
え
て
く
だ

さ
い
）を
徴
収
す
る
の
が
普
通
で
し
た
。

北
前
船
の
寄
港
地
で
は
、
そ
こ
を
管
理

す
る
大
名
に
も
多
額
の
収
入
を
も
た
ら

し
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、松
前
藩
の
出
港
税
は
、船

の
大
き
さ
に
応
じ
て
税
額
が
決
ま
り
ま

し
た
。そ
れ
が
次
第
に
、北
前
船
の
形
を

変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

北海道松前町

北海道石狩市

北海道函館市

北海道小樽市

函館漁港船入澗防波堤灯台
12
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江
戸
時
代
後
半
に
始
ま
る
ニ
シ
ン
漁
業

と
、
明
治
時
代
以
降
の
港
湾
整
備
に
よ
っ
て

発
展
し
た
小
樽
。明
治
２
年（
１
８
６
９
年
）、

蝦
夷
地
が
北
海
道
と
改
称
さ
れ
開
拓
使
が
設

置
さ
れ
る
と
、
各
地
か
ら
移
民
が
押
し
寄
せ

人
口
が
急
増
し
ま
し
た
。北
前
船
は
従
来
の

道
南
で
の
交
易
に
加
え
、
そ
れ
ら
移
民
の
生

活
を
支
え
る
物
資
を
運
ぶ
と
い
う
、
新
た
な

役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
北
前
船
の
船
主

た
ち
は
次
々
と
小
樽
に
進
出
し
、
営
業
倉
庫

を
設
立
す
る
な
ど
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開

し
ま
し
た
。

　

小
樽
市
街
地
か
ら
西
に
位
置
し
、
赤
白

ツ
ー
ト
ン
カ
ラ
ー
の「
日
和
山
灯
台
」を
見
下

ろ
す
こ
と
が
で
き
る
「
祝
津
パ
ノ
ラ
マ
展
望

台
」。こ
こ
に
は
北
海
道
を
代
表
す
る
民
謡
、

江
差
追
分
の
歌
碑
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
差
追
分
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

ニ
シ
ン
漁
に
出
か
け
て
い
く
男
性
を
、「
忍
お
し
ょ

路ろ

・
高
島
」ま
で
追
い
か
け
た
い
け
れ
ど
、難

所
の
岬
を
越
え
ら
れ
ず
、「
せ
め
て
歌う
た
す
つ棄
磯
谷

ま
で
」、と
想
う
女
性
の
心
を
詠
っ
た
も
の
と

し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。山
の
中
腹
に
は

小
樽
市
鰊に
し
ん

御
殿
が
移
築
さ
れ
、ニ
シ
ン
漁
で

賑
わ
っ
た
当
時
の
様
子
を
伝
え
て
い
ま
す
。

北
海
道小

樽
市

恋
す
る
北
前
の
歌

江
差
追
分
で
恋
す
る
女
性
の
想
い
が
詠
わ
れ
た
場
所
。

『
忍
路 

高
島 
お
よ
び
も
な
い
が 

せ
め
て
歌
棄 

磯
谷
ま
で
』

Otaru-shi

③

①

④

②

①旧北浜地区倉庫群　今でも当時の面影を街のい
たる所で見ることができます。河野の右近権左衛
門の旧右近倉庫など、北陸の名だたる北前船の船
主たちも小樽に倉庫を構えていました。
②小樽市総合博物館 運河館　加賀の船主、西出
孫左衛門、西谷庄八が建てた旧小樽倉庫を利用し
て作られた博物館。豊富に残る北前船資料は、北
前船ファンならずとも必見。
③飴屋六兵衛本舗　初代が越中富山で開業し、3
代目の時に小樽に渡ってきた飴屋の老舗。当時の
小樽は大手銀行の支店が建ち並び、華やかな賑わ
いだったそうです。
④魚真　鮮度の良さで評判の名店。寿司や海鮮丼
のほか一品料理を揃えています。
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北
海
道石

狩
市

　

石
狩
は
、
北
海
道
を
め
ざ
し
て
日
本
海
の

荒
波
を
乗
り
越
え
て
き
た
北
前
船
の
目
的
地

の
一
つ
で
し
た
。松
前
藩
の
時
代
が
終
わ
り
、

江
差
、函
館
、松
前
以
外
へ
の
北
前
船
の
来
航

禁
止
が
解
か
れ
る
と
、多
く
の
北
前
船
が
、鰊

粕
を
求
め
て
北
に
向
か
い
ま
し
た
。北
前
船

の
時
代
、鰊
は
主
に
食
料
と
し
て
で
は
な
く
、

瀬
戸
内
で
栽
培
さ
れ
る
綿
花
や
藍
な
ど
の
肥

料
と
し
て
、高
値
で
取
引
さ
れ
た
の
で
す
。

　

石
狩
北
部
に
あ
る
厚
田
神
社
に
は
鰊
の
豊

漁
記
念
碑
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
地
に

オ
ー
プ
ン
し
た
道
の
駅
石
狩
「
あ
い
ろ
ー
ど

厚
田
」に
は
、「
一
航
海
千
両
」と
い
わ
れ
た
北

前
船
の
巨
大
な
利
益
を
支
え
た
鰊
粕
を
積
み

こ
む
北
前
船
の
情
景
を
再
現
し
た
、
地
元
の

方
に
よ
る
手
作
り
の
ジ
オ
ラ
マ
が
展
示
さ
れ

て
い
ま
す
。ま
た
、
鮭
を
使
っ
た
鍋
料
理
が

「
石
狩
鍋
」と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
北
海

道
一
の
大
河
石
狩
川
の
河
口
に
あ
る
石
狩
は

鮭
と
と
も
に
発
展
し
た
街
で
し
た
。石
狩
川

河
口
に
は
、
た
く
さ
ん
の
北
前
船
が
入
港
し

て
い
ま
し
た
。上
り
荷
と
し
て
鰊
と
鮭
を
求

め
て
や
っ
て
来
て
、
下
り
荷
と
し
て
米
や
衣

類
な
ど
あ
ら
ゆ
る
生
活
物
資
を
運
ん
で
く
れ

た
北
前
船
は
、
石
狩
の
人
々
に
と
っ
て
宝
船

で
し
た
。

宝
船
が
や
っ
て
来
た

北
前
船
は
、
開
拓
時
代
の
生
活
物
資
を
支
え
、

石
狩
の
人
々
に
宝
船
と
し
て
愛
さ
れ
ま
し
た
。

Ishikari-shi

③

①

④

②

①厚田神社豊漁記念碑　明治 24 年の鰊 5 万石
の売り上げは、今のお金で約 50 億円。
②金大亭　石狩鍋発祥の料亭。明治 13 年の創業
当時の建物が北前船の繁栄を伝えます。
③ LicoLico 厚田店　北海道ジェラートの人気
店が道の駅石狩「あいろーど厚田」に登場。厚田
限定のはまなすソルベと厚田ブルーがおすすめ。
④長野商店　ここに行けば、米・塩・お酒から
呉服まで、 百貨店のようになんでも揃うお店でし
た。明治7年創業当時の和洋折衷様式の建物です。
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江
戸
時
代
、
松
前
、
江
差
と
並
ぶ
松
前
藩

の
交
易
港
だ
っ
た
箱
館
。当
初
は
北
前
船
に

と
っ
て
は
魅
力
に
乏
し
か
っ
た
の
が
、
東
蝦

夷
地
の
幕
府
直
轄
に
よ
っ
て
一
変
し
ま
す
。

東
蝦
夷
地
の
ア
イ
ヌ
交
易
に
よ
り
、
そ
の
産

物
が
箱
館
経
由
で
流
通
す
る
と
、
北
前
船
の

来
航
が
急
増
し
た
の
で
す
。箱
館
奉
行
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
市
街
地
整
備
は
北
前
船

の
富
が
加
わ
っ
て
加
速
し
ま
し
た
が
、
そ
の

中
心
が
、豪
商
・
高
田
屋
嘉
兵
衛
で
し
た
。

　

北
前
船
の
男
た
ち
が
出
航
前
に
、
日
和
を

見
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
る
函
館
山
。山
頂

へ
の
ア
ク
セ
ス
は
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
で
、
函
館

市
内
の
昼
、
夜
、
様
々
な
表
情
が
楽
し
め
ま

す
。函
館
山
か
ら
の
眺
望
は
「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
・

グ
リ
ー
ン
ガ
イ
ド
・
ジ
ャ
ポ
ン
」に
３
つ
星
と

し
て
掲
載
さ
れ
て
い
て
、
植
物
や
渡
り
鳥
が

分
布
・
生
息
す
る
自
然
豊
か
な
場
所
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。か
つ
て
函
館
山
周
辺

に
は
4
か
所
の
砲
台
が
建
設
さ
れ
、函
館
港
、

函
館
湾
を
守
っ
た
軍
事
要
塞
な
ど
の
歴
史
ス

ポ
ッ
ト
も
見
ど
こ
ろ
。か
つ
て
、船
乗
り
た
ち

は
、
こ
の
海
の
彼
方
に
ど
ん
な
夢
を
描
い
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

北
海
道函

館
市

北
前
船
を
見
守
る
山

函
館
か
ら
吹
く
風
が
、
函
館
に
繁
盛
を
連
れ
て
く
る

船
乗
り
が
夢
み
た
１
０
０
万
ド
ル
、今
は
夜
の
輝
き
に
。

Hakodate-shi

③

①

④

②

①高田屋嘉兵衛最中　江戸時代函館繁栄の基礎を
築いた豪商高田屋嘉兵衛の北前船を最中にしてい
ます。香ばしい皮と和三盆糖を加えた上品なあん
の最中です。

②函缶　函館モチーフを散りばめた函缶。好きな
商品を詰めて封缶すれば、世界でひとつだけのお
土産に。

③ティーショップ夕日　明治18年に建てられた
検疫所跡を活用した海を臨む日本茶カフェ。店名
の通り、絶景の夕日が名物。オレンジから青に変
わる空をお見逃しなく。（写真提供／函館市公式観光
情報サイト「はこぶら」）

④箱館奉行所跡　幕末の北辺警備と対外折衝の重
責を担った箱館奉行所。箱館戦争の2年後に解体
されましたが、往時の建築を駆使して忠実に復元。
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北
海
道松

前
町

　

春
、
海
の
色
を
変
え
る
ほ
ど
ニ
シ
ン
の
大

群
が
押
し
寄
せ
た
松
前
。17
世
紀
、松
前
に
出

店
を
開
い
た
近
江
商
人
は
、松
前
の
ニ
シ
ン
、

昆
布
、干
し
あ
わ
び
な
ど
の
産
物
を
京
都
、大

阪
な
ど
の
市
場
で
売
り
さ
ば
き
、
代
わ
り
に

呉
服
物
、米
、味
噌
な
ど
を
松
前
に
運
ん
で
商

い
を
し
ま
し
た
。物
資
だ
け
で
な
く
運
ん
だ

の
は
京
都
の
文
化
も
。寺
院
の
庭
園
樹
、
桜
、

椿
な
ど
の
多
く
は
こ
の
頃
、
松
前
に
運
ば
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

松
前
が
桜
の
名
所
と
な
っ
た
の
は
、
松
前

藩
の
時
代
。当
時
の
商
人
や
京
か
ら
嫁
い
で

き
た
藩
主
の
奥
方
が
故
郷
を
懐
か
し
ん
で
桜

の
木
を
植
え
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。北
海
道
で
唯
一
の
日
本
式
の
城
で
あ

る
松
前
城
を
中
心
に
作
ら
れ
た
松
前
公
園

は
、「
さ
く
ら
の
名
所
1
0
0
選
」に
も
選
ば

れ
て
お
り
、
津
軽
海
峡
を
眺
め
な
が
ら
の
桜

は
圧
巻
で
す
。4
月
下
旬
か
ら
約
1
か
月
間
、

早
咲
き
、中
咲
き
、遅
咲
き
と「
時
差
開
花
」す

る
、
色
も
姿
も
様
々
な
桜
が
見
事
に
咲
き
誇

り
ま
す
。淡
い
黄
色
の
ウ
コ
ン
桜
な
ど
珍
し

い
品
種
も
。幻
想
的
な
夜
桜
の
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
は
い
つ
の
時
代
も
、
見
る
者
の
胸
を
は
ら

は
ら
と
、と
き
め
か
せ
ま
す
。

船
が
運
ん
だ
京
の
桜

そ
の
昔
、
京
や
江
戸
を
偲
ん
で
植
え
た
桜
の
木

満
開
の
姿
を
見
り
ゃ
、
あ
な
た
を
忘
れ
る
暇
も
な
い
。

Matsumae-chou

③

①

④

②

①温泉旅館「矢野」　アクティブな若女将が営む、
松前町一番の老舗旅館。松前藩主料理と温泉が楽
しめます。

②松前藩屋敷　江戸時代の町並みを復元した観光
施設。当時の暮らしぶりを体験する事ができます。

③北前食堂　道の駅「北前船　松前」内にあるこ
ちらでは、松前港で揚がった新鮮な魚介を豪快に
いただける海鮮丼のメニューが充実。

④松前漬　松前藩が発祥の郷土料理で、数の子、
昆布、スルメを醤油たれに漬け込んだ珍味「松前
漬」。
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青
森
県
鰺
ヶ
沢
町
　
青
森
県
深
浦
町
　
秋
田
県
男
鹿
市

秋
田
県
に
か
ほ
市
　
石
川
県
志
賀
町
　
兵
庫
県
新
温
泉
町

風
待
ち
港
で
も
商
品
売
買

青森県鯵ヶ沢町

秋田県にかほ市

青森県深浦町

兵庫県新温泉町石川県志賀町

秋田県男鹿市

　

日
本
海
沿
岸
に
は
、
風
雨
が
激
し
く

な
っ
た
時
に
逃
げ
込
む
小
さ
な
湾
や
入

江
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
を

「
風
待
ち
港
」と
言
い
ま
す
。

　

例
え
ば
島
根
半
島
の
宇
龍
と
鷺
浦

（
島
根
県
出
雲
市
）、
兵
庫
県
但
馬
地
方

の
香
住
、今
子
浦
、柴
山（
香
美
町
）、能

登
半
島
の
福
浦（
石
川
県
志
賀
町
）、
庄

内
藩
の
外
港
で
も
あ
っ
た
加
茂
（
山
形

県
鶴
岡
市
）、芭
蕉
が「
奥
の
細
道
」で
立

ち
寄
っ
た
象
潟
（
港
の
名
は
塩
越
＝
秋

田
県
に
か
ほ
市
）、
津
軽
の
深
浦（
青
森

県
深
浦
町
）な
ど
は
、
現
代
人
に
は「
小

さ
な
漁
港
」
程
度
の
広
さ
に
思
え
る
で

し
ょ
う
が
、
外
海
の
荒
波
を
防
い
で
く

れ
る
地
形
で
、
北
前
船
に
は
あ
り
が
た

い
港
で
し
た
。こ
の
よ
う
な
場
所
に
も

回
船
問
屋
が
あ
り
、
北
前
船
と
取
引
す

る
だ
け
で
立
派
に
商
売
が
成
り
立
ち
ま

し
た
。

　
風
待
ち
港
か
ら
始
ま
っ
て
、
大
き
な

交
易
港
と
な
っ
た
例
も
あ
り
ま
す
。広

島
県
呉
市
の
大
崎
下
島
東
岸
に
位
置
す

る
御み
た
ら
い

手
洗
で
す
。す
ぐ
目
の
前
に
小
島

が
あ
り
、
四
方
の
風
を
防
い
で
く
れ
る

御
手
洗
が
絶
好
の
風
待
ち
港
で
あ
る
こ

と
を
発
見
し
た
の
は
、
幕
府
の
米
を
積

ん
で
大
阪
を
目
指
し
た
西
回
り
航
路
の

船
頭
た
ち
で
し
た
。御
手
洗
は
次
第
に

整
備
さ
れ
、
北
前
船
の
時
代
が
始
ま
る

と
、広
島
藩
で
最
も
に
ぎ
わ
う「
西
国
無

双
の
港
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。

千畳敷海岸（深浦町）。 1792 年の地
震により隆起して出来た岩床の海岸
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深
浦
は
津
軽
で
一
番
の「
風
待
ち
港
」と
し

て
栄
え
た
港
で
し
た
。行ゆ
き
あ
い
ざ
き

合
崎
は
細
長
く
突

き
出
た
岬
で
、
そ
の
沖
で
北
前
船
が
行
き
交

う
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。

行
合
岬
と
入
前
崎
に
囲
ま
れ
た
深
浦
の
歴
史

を
紹
介
し
て
い
る
の
が
資
料
館「
風
待
ち
館
」

で
、北
前
船
の
模
型
や
船
絵
馬
、古
い
海
路
図

な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。町
歩
き
の
拠

点
と
し
て
、
深
浦
に
着
い
た
ら
ま
ず
立
ち
寄

り
た
い
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。

　

円
覚
寺
寺
宝
館
に
奉
納
さ
れ
た
70
枚
の
船

絵
馬
や「
髷ま
げ
が
く額
」は
28
点
に
も
及
び
、
国
内
髄

一
の
数
を
誇
り
ま
す
。「
髷
額
」は
、荒
天
の
た

め
遭
難
の
危
機
に
瀕
し
た
船
乗
り
た
ち
が

ち
ょ
ん
ま
げ
を
切
り
落
と
し
、
ざ
ん
ば
ら
頭

に
な
っ
て
一
心
不
乱
に
祈
り
生
還
し
た
後
、

そ
の
お
礼
に
奉
納
し
た
も
の
。明
治
に
な
っ

て
、
北
海
道
へ
向
か
う
北
陸
や
能
登
の
船
は

深
浦
に
入
港
す
る
と
ま
ず
、
円
覚
寺
に
参
拝

し
て
か
ら
、
自
宅
に
無
事
を
知
ら
せ
る
電
報

を
打
ち
ま
し
た
。太
宰
治
は
小
説
「
津
軽
」
執

筆
の
た
め
に
深
浦
を
訪
れ
、
円
覚
寺
の
薬
師

堂
に
参
拝
し
、
深
浦
を
「
完
成
さ
れ
て
い
る

町
」と
表
現
し
て
い
ま
す
。

青
森
県深

浦
町

船
乗
り
の
祈
祷
寺

風
ま
か
せ
帆
ま
か
せ
、
時
に
嵐
の
船
上
で

船
乗
り
が
命
が
け
の
願
か
け
込
め
た
こ
の
「
ま
げ
」
に
。

Fukaura-machi

③

①

④

②

①白神硝子　吹き抜けのある工房では、作家たち
の制作風景が見学でき、グラスやピアスなどの作
品作りもできます。

②不老ふ死温泉　日本海に突き出た黄金崎の突端
に位置し、海に面した、ひょうたん型の露天風呂
で知られる温泉。鉄分を含んだ茶褐色のお湯。名
前の由来は、宿の先代が好んで使っていた言葉か
ら。

③④円覚寺　坂上田村麻呂が蝦夷東征の際、十一
面観音を安置したことに始まるこの寺は、海上の
安全を願う船乗りたちの信仰を集めました。
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青
森
県鰺

ヶ
沢
町

　

津
軽
藩
の
海
の
玄
関
と
し
て
に
ぎ
わ
っ
た

鯵
ヶ
沢
。北
陸
や
瀬
戸
内
海
、大
阪
か
ら
の
船

が
日
用
品
、京
や
大
阪
の
文
化
な
ど
を
運
び
、

ま
た
、
藩
米
を
大
阪
に
積
み
出
す
御
用
港
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
2
0
0
年
以
上
前
に
描

か
れ
た「
鰺
ヶ
沢
町
絵
図
」を
見
る
と
、
現
在

の
町
の
姿
と
比
べ
て
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な

く
、
絵
図
を
片
手
に
北
前
船
ゆ
か
り
の
街
歩

き
が
楽
し
め
る
博
物
館
の
よ
う
な
街
で
す
。

　

北
前
船
で
伝
わ
っ
た
食
文
化
の
ひ
と
つ
が

「
鯨
餅
」。餅
米
と
う
る
ち
米
を
粉
に
し
た
も

の
に
、砂
糖
を
混
ぜ
て
蒸
し
上
げ
た
、モ
チ
モ

チ
と
し
た
食
感
で
上
品
な
味
わ
い
の
餅
菓
子

で
す
。ち
な
み
に
、鯨
の
肉
は
入
っ
て
い
ま
せ

ん
の
で
ご
安
心
を
。白
と
黒
の
二
層
に
な
っ

た
断
面
が
、
鯨
の
皮
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

そ
の
名
前
が
つ
い
た
と
か
。京
都
発
祥
の
お

菓
子
が
青
森
や
山
形
に
伝
え
ら
れ
、
鯵
ヶ
沢

で
は「
鯨
餅
」、そ
の
他
の
地
域
で
は「
久
持
良

餅
」「
く
ぢ
ら
餅
」な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

日
本
海
の
荒
波
が
印
象
的
な
包
装
紙
の
デ
ザ

イ
ン
は
、
山
並
み
の
迫
る
海
岸
線
と
後
方
に

そ
び
え
る
岩
木
山
を
同
時
に
眺
め
る
こ
と
が

で
き
る
名
所
、
鯵
ヶ
沢
港
か
ら
の
風
景
を
モ

チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。

北
の
京
菓
子

田
舎
も
の
？
い
え
い
え
、
生
ま
れ
は
京
の
都
で
す
。

「
く
じ
ら
」
の
味
は
し
な
い
と
こ
ろ
に
味
が
あ
り
ま
す
。

Ajigasawa-machi

③

①

④

②

①わさお　「ブサかわ犬」（不細工だけどかわいい
犬）として一躍有名になった秋田犬（推定10歳）。
現在の姿は公式ツイッターでチェック。

②polepole　「ポレポレ」とはスワヒリ語で「の
んびりと」の意味。陶芸家のご夫婦から生まれる、
ウキウキと楽しく元気がわいてくる器たち。

③鯵ヶ沢温泉水軍の宿　安東水軍をしのばせる建
屋と日本海の旬の食事が自慢のお宿。保温保湿に
優れたお湯は、「天然のタラソテラピー」として
評判。

④日和山の碑　7世紀頃、阿部比羅夫が渡嶋に渡
るため、日和を見たという伝説が残る山です。
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船
川
港
は
男
鹿
半
島
南
東
部
に
位
置
し
、

北
西
に
あ
る
真
山
な
ど
の
山
地
が
季
節
風

を
防
ぐ
恵
ま
れ
た
地
形
の
た
め
、
明
治
44
年

（
１
９
１
１
年
）の
築
港
以
前
も
、
船
が
避
難

す
る「
風
待
ち
港
」と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。汽
船
や
大
型
帆
船
の
時
代
に
入
る
と
、

土
崎
港
よ
り
も
海
底
が
深
く
岩
盤
で
あ
る
船

川
港
は
注
目
を
浴
び
、大
正
15
年（
１
９
２
６

年
）
に
は
三
千
ト
ン
級
の
埠
頭
が
出
来
上
が

り
、
小
樽
―
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
の
定
期
船
が

寄
港
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、北
岸

の
北
浦
に
は
秋
田
県
最
大
の
北
前
船
主
・
田

沼
慶
吉
が
学
校
や
道
路
を
建
設
す
る
な
ど
、

彼
の
地
域
貢
献
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

男
鹿
を
中
心
に
秋
田
で
は
夏
が
近
づ
く
に

つ
れ
、
道
路
端
で
カ
ラ
フ
ル
な
パ
ラ
ソ
ル
を

見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
の
下
に
い

る
の
は
、
や
は
り
カ
ラ
フ
ル
な
エ
プ
ロ
ン
を

掛
け
た
ア
イ
ス
売
り
の
ご
婦
人
。秋
田
の
夏

の
風
物
詩
「
バ
バ
ヘ
ラ
ア
イ
ス
」
で
す
。売
り

子
の
お「
バ
バ
」が
ア
イ
ス
を
ヘ
ラ
で
盛
る
か

ら「
バ
バ
ヘ
ラ
」。ピ
ン
ク
は
イ
チ
ゴ
味
、黄
色

は
バ
ナ
ナ
味
。ど
こ
の
「
バ
バ
ヘ
ラ
」
も
こ
の

カ
ラ
ー
コ
ー
ド
は
厳
守
で
す
。

秋
田
県男

鹿
市

男
鹿
の
ソ
ウ
ル
ス
イ
ー
ツ

男
鹿
の
道
端
に
咲
く
一
輪
の
花
。
そ
れ
は
バ
バ
ヘ
ラ
。

男
鹿
の
女
性
が
ア
イ
ス
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。

Oga-shi

③

①

④

②

①寒風山（かんぷうざん）　男鹿半島が一望できる、
360度の大パノラマ。標高約 355mの火山でも
ある寒風山は、パラグライダーの聖地でもあり、
眼下に海を眺めながら空中散歩ができます。
②こおひい工房珈音　琴川にある自家焙煎珈琲を
提供するお洒落なカフェ。マスターの佐藤さんは
江戸時代に北前船で伝えられたという「琴川のす
げ笠」の伝承も行なっています。
③真山神社五社殿　北前船の船乗り達が航海安全
を祈願して残した落書きが社殿に残っています。
写真の落書きは加賀の船乗りのサイン。重要無形
民俗文化財「男鹿のナマハゲ」ゆかりの神社で、
古代以来の荘厳な雰囲気を感じられます。
④木彫りなまはげ　真山神社の授与品で、境内の
ご神木から一刀彫で作られています。
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鳥
海
山
を
背
に
日
本
海
に
開
け
た
塩
越
湊

は
大
澗
、
小
澗
、
鰐
渕
の
総
称
で
す
。な
か
で

も
最
大
の
大
澗
沖
に
は
千
石
船
が
12
艘
も
碇

泊
で
き
、
船
と
陸
を
結
ぶ
艀
は
し
け

船ぶ
ね

が
行
き
交
っ

て
い
ま
し
た
。沖
に
は
船
を
係
留
し
た
棒
杭

が
残
っ
て
お
り
、往
時
を
偲
ば
せ
て
い
ま
す
。

塩
越
港
か
ら
米
が
大
坂
や
松
前
へ
運
ば
れ
る

と
と
も
に
、塩
、海
産
物
、砂
糖
、織
物
な
ど
が

運
び
込
ま
れ
ま
し
た
。ま
た
、に
か
ほ
市
に
は

塩
越
港
の
ほ
か
、金
浦
、三
森
、平
沢
に
も
寄

港
し
ま
し
た
。塩
越
港
の
周
辺
に
は
11
の
神

社
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
船
絵
馬
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　

飛ひ
ら
い
づ
み

良
泉
本
舗
は
室
町
時
代
か
ら
５
０
０
年

以
上
続
く
日
本
で
３
番
目
の
歴
史
あ
る
老

舗
酒
造
で
す
が
、
北
前
船
の
時
代
は
廻
船
問

屋
で
、
酒
造
り
は
副
業
で
し
た
。明
治
時
代
、

鉄
道
の
開
通
に
よ
る
廻
船
業
の
衰
退
と
と
も

に
、本
業
を
酒
造
り
へ
と
移
し
、現
在
で
は
昔

な
が
ら
の
山
廃
仕
込
み
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら

も
、
現
代
的
な
日
本
酒
を
送
り
だ
し
て
い
ま

す
。そ
の
う
ち
の
一
つ
、「
ま
る
飛
シ
リ
ー
ズ

No. 

77
」は
、リ
ン
ゴ
酸
多
産
性
酵
母
No. 

77
を
使

用
。林
檎
の
様
な
甘
酸
っ
ぱ
さ
が
新
し
い
風

味
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。

秋
田
県に

か
ほ
市

Nikaho-shi

③

①

④

②

①池田修三　にかほ市象潟（きさかた）町出身の
木版画家。子どもたちを描いた情景など、センチ
メンタリズムを感じる作品を創り続けました。道
の駅象潟「ねむの丘」ではポストカードやマスキ
ングテープなどの作品を販売しています。
②元滝伏流水　鳥海山に染み込んだ水が長い歳月
をかけ、幅約30ｍの岩肌一帯から滝となって湧
き出しています。一日5万トンもの水量です。
③象潟九十九島　鳥海山のふもとに点在する
100 あまりの島々が、田園地帯に浮かんでいる
ような不思議な風景を見ることができます。
④白瀬南極探検隊記念館　にかほ市金浦出身の白
瀬矗とロマンに共感した 30人の男たちが明治末
期、南極の白い大陸に繰り広げた壮絶な人間ドラ
マを記録した記念館です。

時
か
け
る
北
前
の
酒

鳥
海
山
を
越
え
て
飛
来
し
て
く
る
風
が

リ
ン
ゴ
酸
多
産
性
酵
母
№
77
と
出
逢
い
ま
し
た
。
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石
川
県志

賀
町

　

能
登
半
島
の
西
海
岸
、
二
つ
の
深
い
入
り

江
が
並
ぶ
福ふ
く

浦ら

は
、
江
戸
幕
府
が
西
回
り
航

路
を
開
拓
し
た
時
、
公
式
寄
港
地
と
定
め
ら

れ
ま
し
た
。外
海
が
嵐
で
も
入
り
江
は
穏
や

か
で
、絶
好
の
避
難
港
で
し
た
。

　

入
り
江
を
見
下
ろ
す
台
地
の
先
端
は
、
沖

の
天
候
を
見
る
日
和
山
で
、
明
治
九
年
に
建

て
ら
れ
た
現
存
す
る
日
本
最
古
の
旧
福
浦
灯

台
や
方
角
石
、
民
謡「
福
浦
出
雲
節
」の
碑
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　

台
地
に
立
つ
金
刀
比
羅
神
社
内
に
は
、
数

多
く
の
船
絵
馬
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。中
で

も
嵐
の
海
か
ら
生
還
し
た
船
、立
体
的
な
船
、

イ
カ
や
タ
コ
を
描
い
た
絵
な
ど
、
非
常
に
珍

し
い
絵
柄
の
船
絵
馬
が
見
ど
こ
ろ
で
す
。

　

増
穂
浦
海
岸
に
あ
る
全
長
4
6
0
．9
メ
ー

ト
ル
の
ベ
ン
チ
。平
成
元
年
に
は
、
ギ
ネ
ス

ブ
ッ
ク
に
も
掲
載
さ
れ
た
ほ
ど
の
長
さ
が
あ

り
ま
す
。付
近
は「
サ
ン
セ
ッ
ト
ヒ
ル
イ
ン
増

穂
」と
呼
ば
れ
る
夕
日
の
名
所
で
す
が
、そ
の

一
角
に
岸
壁
の
母
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
富
来

町（
現
志
賀
町
）出
身
の
端
野
い
せ
さ
ん
の
碑

が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
当
時
、母
た
ち
は

こ
の
場
所
に
通
い
、
水
平
線
の
彼
方
に
帰
ら

ぬ
息
子
を
想
い
続
け
て
…
。そ
ん
な
母
た
ち

の
視
線
に
磨
き
抜
か
れ
た
か
の
よ
う
に
、
夕

日
を
迎
え
る
水
平
線
が
輝
い
て
い
ま
す
。

ピ
カ
ピ
カ
の
水
平
線

帰
ら
ぬ
息
子
を
待
ち
続
け
た
こ
の
場
所
は

空
と
海
の
境
界
線
が
磨
き
抜
か
れ
て
い
ま
す

Shika-machi

③

①

④

②

①カネヨ醤油　大正14年創業、能登で人気の醤
油蔵元。豊かな自然と水、代々続く技術で作られ
る甘口醤油は、能登の海の幸によく合います。パ
ンケーキにかける醤油も好評発売中。
②さくら貝　日本小貝三名所でもある増穂浦海岸
に打ち寄せられるさくら貝は、幸せを呼ぶ貝とし
て能登の人々に親しまれています。
③旧福浦灯台　北前船が目印にした日本最古の木
造灯台。日和山の上に建っており、福浦港を見渡
すことができます。夜にはライトアップも。
④機具岩　能登二見とも呼ばれる、機織りの神様
の伝説を生んだ夫婦岩。大きい女岩、小さい男岩
がしめ縄で結ばれています。
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ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
た
び
に
現
れ
る
美
し

い
入
江
に「
わ
ぁ
き
れ
い
！
」と
声
が
あ
が
り

ま
す
。日
本
海
に
沿
っ
た
但
馬
地
方
の
陸
路

（
ユ
ネ
ス
コ
の
山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認

定
）は
そ
ん
な
光
景
の
繰
り
返
し
で
す
。新
温

泉
町
諸も
ろ
よ
せ寄

は
狭
い
入
り
口
か
ら
内
部
に
広
が

る
天
然
の
良
港
で
、江
戸
時
代
か
ら
、北
前
船

の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
て
お
り
、
中
藤
田
家

（
網
干
屋
）、東
藤
田
家
、道
盛
家（
千
原
屋
）な

ど
の
有
力
船
主
が
い
ま
し
た
。北
前
船
に
よ

る
人
や
物
の
交
流
で
、
地
域
の
文
化
も
活
性

化
。諸
寄
地
区
出
身
の
明
治
期
の
歌
人
前
田

純
孝
や
日
本
画
家
谷
角
日
沙
春
ら
、
多
く
の

文
化
人
を
輩
出
し
ま
し
た
。

　
道
の
駅
「
山
陰
ジ
オ
パ
ー
ク 

浜
坂
の
郷
」

内
に
あ
る
精
肉
店「
肉
の
た
じ
ま
屋
」で
は
本

場
の
但
馬
牛
に
出
会
え
ま
す
。伝
統
的
な
血

統
と
優
れ
た
資
質
を
守
り
続
け
、
さ
ら
に
日

本
一
厳
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
定
義
を
満
た

し
た
優
秀
な
黒
毛
和
牛
の
み
が
名
乗
る
こ
と

を
許
さ
れ
る
「
但
馬
牛
」。そ
の
霜
降
り
肉
の

美
し
さ
、美
味
し
さ
を
堪
能
で
き
ま
す
。同
駅

内
の「
た
じ
ま
屋
食
堂
」で
は
、
但
馬
牛
ロ
ー

ス
ス
テ
ー
キ
定
食
を
は
じ
め
、
各
種
但
馬
牛

メ
ニ
ュ
ー
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

兵
庫
県新

温
泉
町

Shinonsen-chou

神
戸
牛
と
言
い
ま
す
が

す
べ
て
元も
と

は
、
但た
じ
ま馬

牛う
し

。

新
温
泉
町
は
、
但
馬
牛
の
ふ
る
さ
と
で
す
。

③

①

④

②

①諸寄の海　城山園地から見る天然の良港「諸寄
湾と海金剛」。湾の先端には日和山が望めます。
②北前船係留杭跡　日和山の灯台の下に広がる岩
場には、かつて北前船を係留した棒杭の穴が数多
く残っています。
③諸谷山龍満寺　修行僧の教育が厳しく、江戸時
代から「馬北（北但馬）の鬼道場」として知られ、
多くの高僧を輩出。特に「狼玄楼」と証された老
師は日本でも屈指の方だったといわれています。
④ゲストハウス 東藤田邸　北前船の寄港地諸寄
で廻船問屋を営み、「東藤田」の屋号で知られた
邸宅を､ 宿泊と多目的施設にリフォーム。かつて
の米蔵は吹抜けの喫茶室になりました。
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中
村
家
は
非
公
開
で
す
が
、
公
開
さ
れ

て
い
る
右
近
家
の
本
宅
に
入
る
と
、
ヒ

ノ
キ
や
ケ
ヤ
キ
の
柱
、
梁
の
太
さ
に
驚

か
さ
れ
ま
す
。裏
山
に
は
、昭
和
10
年
建

築
の
別
荘
が
あ
り
ま
す
。１
階
は
ス
ペ

イ
ン
風
、
２
階
は
ス
イ
ス
風
に
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
た
、今
も
モ
ダ
ン
な
洋
館
で
す
。

　

ま
た
、
佐
渡
市
の
宿
根
木
も
昔
の
姿

そ
の
ま
ま
に
残
る
船
主
集
落
で
す
。小

さ
な
入
江
に
び
っ
し
り
と
、
軒
を
接
す

る
よ
う
に
家
が
建
て
込
ん
で
い
ま
す
。

敷
地
そ
の
ま
ま
に
建
て
た
三
角
形
の
家

が
あ
る
ほ
ど
の
狭
い
土
地
で
、
１
２
０

軒
、６
百
人
も
が
生
活
で
き
ま
し
た
。幕

末
、
宿
根
木
の
回
船
が
長
州（
山
口
県
）

沖
で
海
賊
に
襲
わ
れ
、
２
千
両
も
奪
わ

れ
た
事
件
か
ら
も
、
宿
根
木
の
船
主
た

ち
の
繁
栄
が
想
像
で
き
ま
す
。

　

大
正
５
年（
１
９
１
６
）発
行
の
雑
誌

『
生
活
』（
博
文
館
）に
、「
日
本
一
の
富
豪

村
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
場
所
が
あ
り

ま
す
。江
戸
時
代
は
加
賀
百
万
石
の
分

家
で
あ
る
大
聖
寺
藩
領
、
今
は
石
川
県

加
賀
市
の
橋
立
と
瀬
越
で
す
。

　

瀬
越
の
大
家
七
平
、
広
海
二
三
郎
は

明
治
に
な
っ
て
蒸
気
船
を
導
入
し
、
北

前
船
か
ら
近
代
海
運
業
へ
と
飛
躍
し
ま

し
た
。

　

橋
立
で
も
弘
化
２
年
（
１
８
４
５
）、

大
聖
寺
藩
に
１
万
両（
今
な
ら
10
億
円
）

を
献
金
し
た
久
保
彦
兵
衛
を
は
じ
め
、

千
両
以
上
出
し
た
家
が
軒
を
連
ね
て
い

ま
し
た
。彼
ら
は
す
べ
て
、北
前
船
主
で

す
。

　

橋
立
も
瀬
越
も
、
多
数
の
千
石
船
が

碇
泊
で
き
る
港
は
あ
り
ま
せ
ん
。船
の

基
地
は
大
阪
で
、寄
港
地
で
は
な
く
、船

船
主
を
輩
出
し
た
集
落

主
や
船
頭
が
多
く
居
住
し
た
「
船
主
集

落
」と
い
え
ま
す
。橋
立
に
は
船
主
の
屋

敷
が
14
軒
現
存
し
、
中
心
部
の
１
２
０

戸
は
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
北
前
船
の
里
資
料
館
」に
な
っ
て
い

る
７
代
目
酒
谷
長
兵
衛
の
屋
敷
は
、
と

て
も
豪
壮
で
す
が
、
そ
れ
で
も
橋
立
の

北
前
船
主
と
し
て
は
中
の
上
ク
ラ
ス

だ
っ
た
そ
う
で
す
。久
保
彦
兵
衛
家
に

は
、
藩
主
を
お
迎
え
す
る
豪
華
な
座
敷

が
あ
っ
て
、そ
れ
は
今
、金
沢
市
の
武
家

屋
敷
、野
村
家
に
移
築
・
保
存
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

河
野
浦（
福
井
県
南
越
前
町
）は
耕
作

地
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
古
く
か
ら
船
乗

り
を
輩
出
し
た
村
で
す
。そ
の
中
か
ら

幕
末
に
中
村
三
郎
右
衛
門
、
右
近
権
左

衛
門
が
北
前
船
で
急
成
長
し
ま
し
た
。

福井県南越前町 新潟県佐渡市 石川県輪島市 大阪府泉佐野市石川県加賀市

新
潟
県
佐
渡
市
　
石
川
県
輪
島
市

石
川
県
加
賀
市
　
福
井
県
南
越
前
町
　
大
阪
府
泉
佐
野
市

橋立保存地区。加賀南部で生産され
た赤瓦が残る屋根並み（加賀市提供・
無断転載禁止）
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千
石
船
産
業
の
基
地
だ
か
ら

わ
ず
か
な
土
地
を
無
駄
に
し
な
い
発
想
で

ま
る
で
船
の
よ
う
な
私
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

Sado-shi

③

①

④

②

新
潟
県佐

渡
市

　

西
廻
り
航
路
の
寄
港
地
で
あ
っ
た
小
木
港

か
ら
南
西
約
４
㎞
に
位
置
す
る
宿
根
木
は
、

江
戸
時
代
中
頃
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
日
本

海
を
舞
台
と
す
る
廻
船
業
の
基
地
と
し
て
栄

え
ま
し
た
。こ
の
頃
の
宿
根
木
に
は
１
２
０

戸
５
０
０
人
ほ
ど
が
集
住
し
、
十
人
余
り
の

船
主
の
ほ
か
船
乗
り
や
船
大
工
ら
が
居
住
し

て
い
ま
し
た
。そ
の
ほ
か
、干
物
な
ど
を
扱
う

四あ
い
も
の
や

十
物
屋
、
桶
屋
、
紺
屋
、
鍛
冶
屋
、
石
屋
と

い
っ
た
様
々
な
職
種
が
集
ま
り
、
廻
船
業
に

加
え
造
船
基
地
と
し
て
発
展
。今
に
続
く
町

並
み
の
基
礎
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

家
屋
が
密
集
す
る
宿
根
木
は
「
千
石
船
と

船
大
工
の
里
」と
呼
ば
れ
、１
０
０
棟
以
上
の

板
張
り
の
家
屋
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
建
っ
て

い
ま
す
。「
４
館
共
通
券
」を
購
入
す
れ
ば
、佐

渡
国
小
木
民
俗
博
物
館
・
清
九
郎
家
・
三
角

家
・
金
子
屋
を
め
ぐ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ

の
三
角
家
は
土
地
の
形
に
合
わ
せ
て
誂
え
た

三
角
形
で
、
船
の
よ
う
な
膨
ら
み
の
あ
る
曲

線
が
特
徴
。こ
の
場
所
は
、吉
永
小
百
合
さ
ん

が
登
場
し
た
広
告
ポ
ス
タ
ー
と
し
て
知
ら

れ
、
人
気
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
ま

す
。集
落
内
は
小
路
が
多
く
、迷
い
こ
む
楽
し

さ
も
魅
力
で
す
。

①宿根木保存地区の町並み　建物の外壁に船板や
船釘を使ったものがあり、千石船産業の基地とし
ての特徴的な建造物が保存されています。
②佐渡国小木民俗博物館　民俗学者 宮本常一氏
の提案により設立。民俗資料として北前船寄港地
から運ばれてきた焼き物、壺、湯呑み、大工道具、
桶、看板類が所狭しと収蔵されています。展示館
には実物大の千石船「白山丸（512石）」が展示
され船内も公開されています。
③宿根木の隆起波食台　波などで平らに削られた
海底が、地震により海から顔を出した海岸です。
④たらい舟（はんぎり）　船頭さんの名ガイドで
透明度の高い宿根木海岸を巡ります。海抜ゼロの
世界を人力で楽しめるエコツアーです。
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Wajima-shi

③

①

④

②

凛
と
し
た
私
で
す
が

こ
だ
わ
り
以
上
の
下
塗
り
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

い
わ
ば
伝
統
工
芸
の
生
え
抜
き
で
す
か
ら
。

石
川
県輪

島
市

　

能
登
半
島
は
日
本
海
に
大
き
く
突
き
出
す

そ
の
地
理
的
条
件
の
た
め
、
古
く
か
ら
日
本

海
の
交
通
の
要
所
と
し
て
、
経
済
や
文
化
の

交
叉
点
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。輪
島
市
門
前

（
黒
島
）は
、
そ
ん
な
半
島
の
利
点
を
生
か
し

た
、
日
本
海
を
往
来
す
る
北
前
船
の
拠
点
で

あ
り
、
北
前
船
が
も
た
ら
し
た
日
本
海
文
化

の
足
跡
が
数
多
く
残
る
場
所
で
す
。廻
船
問

屋
で
あ
っ
た
角
海
家
は
、「
重
要
文
化
財
旧
角

海
家
住
宅
」と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。往
時

の
隆
盛
を
し
の
ぶ
豪
華
な
収
蔵
品
を
展
示
さ

れ
、か
つ
て
の
繁
栄
ぶ
り
を
堪
能
で
き
ま
す
。

　

輪
島
市
門
前
町
に
は
、
元
亨
元
年（
１
３
２
１

年
）
に
開
創
さ
れ
た
曹
洞
宗
の
大
本
山
總そ

う
じ持

寺じ

祖
院
が
あ
り
ま
す
。そ
の
門
前
に
は
名
物

の
蕎
麦
屋
な
ど
が
並
び
、
能
登
の
観
光
名
所

と
な
っ
て
い
ま
す
。總
持
寺
は
、か
つ
て
全
国

の
多
く
の
末ま
つ
じ寺

と
の
間
に
僧
侶
を
行
き
来
さ

せ
る
の
に
海
上
交
通
を
利
用
し
て
お
り
、
情

報
や
物
品
が
集
積
す
る
要
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。赤
と
黒
の
艶
が
映
え
る
輪
島
塗
が
全
国

に
広
が
っ
た
の
は
、
總
持
寺
の
輪
番
住
職
に

付
い
て
来
た
人
た
ち
が
、
地
元
に
帰
る
と
き

に
お
土
産
と
し
て
北
前
船
で
持
ち
帰
っ
た
か

ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

①輪島市黒島地区伝統的建造物群保存地区　北前
船の船主および船員の居住地として栄え、江戸後
期から明治中期にかけて全盛を極めた集落。
②ハイディワイナリー　奥能登・門前で純国産ワ
インを醸造するワイナリー。能登の海を一望する
レストランを併設しています。
③産屋（ubuya）　安産祈願、恋愛成就のスポッ
トです♡。輪島朝市通りの輪島温泉八汐方面の入
り口近くに位置しています。
④重蔵神社　奥能登の古社、輪島の守り神「重蔵
さん」では、「朝粥講」として輪島の旬の食材と
昔から伝わる郷土料理を輪島塗の御膳でいただく
ことができます。

輪島塗の製品（輪島キリモト）
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北
前
船
で
巨
万
の
財
を
築
い
た
船
主
が
多

く
、「
日
本
一
の
富
豪
村
」と
言
わ
れ
た
の
が
、

石
川
県
加
賀
市
に
あ
る
瀬
越
と
橋
立
、
２
つ

の
集
落
で
す
。近
く
の
山
中
温
泉
に
は
北
前

船
の
船
乗
り
衆
も
湯
治
に
訪
れ
、
彼
ら
が
航

海
中
に
覚
え
た
民
謡「
松
前
追
分
」を
湯
の
中

で
唄
う
の
を
聞
い
た
浴
衣
娘（
ユ
カ
タ
ベ
）さ

ん
が
真
似
た
の
が
山
中
節
の
起
源
だ
と
い
う

説
も
あ
り
ま
す
。船
頭
衆
と
浴
衣
娘
の
恋
を

詠
ん
だ
歌
詞
も
残
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
湯
座
屋
に
は
16
歳
前
後
の
浴

衣
娘
と
呼
ば
れ
る
ご
当
地
ア
イ
ド
ル
が
町
を

華
や
か
に
彩
っ
て
い
ま
し
た
。彼
女
た
ち
は

浴
客
を
旅
館
か
ら
総
湯
ま
で
案
内
し
、
彼
ら

の
入
浴
中
そ
の
浴
衣
を
あ
ず
か
る
の
が
仕
事

で
し
た
。何
人
の
浴
衣
を
あ
ず
か
っ
て
も
、一

枚
一
枚
間
違
い
な
く
お
客
に
返
す
と
い
う
の

が
浴
衣
娘
の
技
で
も
あ
り
ま
し
た
。16
歳
の

女
の
子
の
こ
と
を
山
中

温
泉
で
は
、
４
×
４（
シ

シ
）＝
16
か
ら
、「
シ
シ
」

と
呼
び
ま
す
。な
の
で
、

ゆ
か
た
べ
人
形
は
片
面

が
少
女
、も
う
片
面
は
獅

子
の
顔
を
し
て
い
ま
す
。

恋
愛
成
就
の
九
谷
焼

浴
衣
娘
と
船
頭
の
恋
が
山
中
節
に
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
夕
べ
習
う
た
山
中
節
も
今
朝
は
別
れ
の
唄
と
な
る
」。

③

①

④

②

石
川
県加

賀
市

Kaga-shi

①北前船の里資料館　珍しい船絵馬や、引札（回
船問屋が配った広告チラシ）などが展示され、北
前船主の豪勢な暮らしぶりを伝えています。

②山中温泉　松尾芭蕉が「身体の芯までしみわた
り、身も心もうるおす」と絶賛した日本三大名湯
のひとつ。北前船の船乗り衆も湯治に訪れ、旅の
疲れを癒しました。

③加賀橋立の町並み　北前船の船主の邸宅が立ち
並ぶ橋立。笏谷石の石垣と真っ赤な加賀赤瓦で統
一された美しい町並みが広がります。

④石川県九谷焼美術館　「古九谷の杜親水公園」
の一角に建つ、九谷焼をテーマにした美術館です。
古九谷をはじめ、およそ360年もの歴史を持つ九
谷焼の魅力を紹介しています。（写真提供：石川県観
光連盟）
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そ
の
昔
、越
前
国
府
の
武
生
と
、京
へ
の
物

資
輸
送
の
拠
点
だ
っ
た
敦
賀
を
結
ぶ
海
運
で

栄
え
た
旧
河
野
村
。越
前
海
岸
の
南
端
、敦
賀

湾
の
ほ
ぼ
入
り
口
に
位
置
す
る
、「
海
と
と
も

に
生
き
て
き
た
村
」
で
し
た
。「
河
野
北
前
船

主
通
り
」
に
は
そ
の
名
の
通
り
、
北
陸
五
大

船
主
の
１
人
、
右
近
家
の
豪
邸
や
国
重
要
文

化
財「
中
村
家
住
宅
」な
ど
、
か
つ
て
栄
華
を

誇
っ
た
船
主
た
ち
の
屋
敷
が
並
び
ま
す
。

　

築
１
０
０
年
以
上
の「
北
前
船
主
の
館 

右

近
家
」
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
た
レ
ス
ト
ラ

ン
「
畝
来
」（
ウ
ラ
）。海
近
く
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
生
か
し
、
越
前
河
野
の
海
で
獲
れ
た
イ

キ
の
良
い
魚
介
を
使
っ
た
お
料
理
が
舌
を
う

な
ら
せ
ま
す
。一
見
、硬
派
な
カ
ニ
や
ア
ン
コ

ウ
な
ど
の
食
材
が
シ
ェ
フ
の
腕
に
か
か
る

と
、
陽
気
で
小
洒
落
た
イ
タ
リ
ア
ン
に
変
身

し
ま
す
。

　

ソ
ー
ス
や
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
、
パ
ン
ま
で
手

作
り
の
こ
だ
わ
り
よ
う
。東
京
で
修
行
し
た

パ
テ
ィ
シ
エ
が
手
が
け
る
ス
イ
ー
ツ
や
サ
イ

フ
ォ
ン
抽
出
の
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
、
最
後
ま
で

期
待
を
裏
切
り
ま
せ
ん
。海
近
く
の「
北
前
イ

タ
リ
ア
ン
」
は
と
っ
て
も
男
前
な
仕
事
を
し

て
い
ま
す
。

北
前
イ
タ
リ
ア
ン

河
野
の
日
本
海
の
幸
が
ナ
ポ
リ
の
味
に
。

屋
敷
の
扉
を
叩
い
て
み
れ
ば
文
明
開
化
の
香
が
す
る
。

③

①

④

②

福
井
県南

越
前
町

Minami Echizen-chou

①「畝来」のデザートメニュー　前菜、スープ、
４種類のメインから選ぶコース仕立て。おススメ
は福井名産、肉厚で香り高い香福茸（こうふくだ
け）が豪快に乗った魚介のスープリゾット。

②和紙箱「和紙の石」　一枚一枚、丁寧に漉き上
げられた和紙を優しい風合いの箱に。積み重ねる
と石ころのオブジェのよう。

③右近家住宅　敷地内に本宅と３棟の内蔵、４棟
の外蔵が建ち本宅の内部はケヤキやヒノキ、アメ
リカのマツを使うなど豪勢な造りです。
④河野北前船主通り　右近家、中村家の屋敷を中
心とした 200mほど続く船主集落。北前船が栄
えた当時にタイムスリップするような感覚を味わ
えます。
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大
阪
府
南
部
の
泉
佐
野
市
は
室
町
時
代
か

ら
、
遠
く
対
馬
へ
も
出
か
け
る
漁
船
集
団
が

あ
り
、回
船
業
も
盛
ん
で
し
た
。江
戸
時
代
に

な
る
と
、
大
坂
か
ら
江
戸
へ
年
中
航
海
す
る

菱
垣
回
船
や
樽
回
船
、
日
本
海
側
の
藩
の
米

を
大
坂
へ
運
ぶ
船
と
し
て
、
佐
野
の
船
主
た

ち
が
活
躍
し
ま
す
。こ
の
中
に
は
井
原
西
鶴

の『
日
本
永
代
蔵
』に
も
登
場
す
る
食め
し

野の

家
や

唐か
ら

金か
ね

家
な
ど
の
豪
商
が
い
ま
し
た
。

　

十
八
世
紀
中
ご
ろ
に
北
前
船
が
登
場
す
る

と
、彼
ら
は
い
ち
早
く
参
入
し
、巨
万
の
富
を

築
き
ま
し
た
。そ
の
栄
華
の
跡
は
、船
主
た
ち

が
蔵
を
建
て
な
ら
べ
た
海
岸
沿
い
の
「
い
ろ

は
蔵
通
り
」な
ど
市
内
各
所
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

落
語「
た
ば
こ
の
火
」の
食め
し

野の

が
逗
留
し
た

の
は
鴻
池
家
で
し
た
。巨
利
を
得
た
食
野
家

は
多
く
の
豪
商
た
ち
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ

の
で
す
。「
泉
佐
野
ふ
る
さ
と
町
屋
館
」
に
は

当
時
の
長
者
番
付
表
、
大
名
貸
や
御
用
金
な

ど
の
証
書
が
多
く
保
存
、展
示
さ
れ
て
お
り
、

佐
野
の
船
主
た
ち
の
莫
大
な
財
力
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。そ
し
て
い
ざ
天
然
迷
宮
都

市
へ
！
歩
き
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
が
、
迷
宮

脱
出
の
際
は「
が
っ
ち
ょ
の
か
ら
揚
げ（
か
ね

ひ
ろ
）」を
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

大
阪
府泉

佐
野
市

が
っ
ち
ょ
の
か
ら
揚
げ
で
〆
る

天
然
迷
宮
都
市
「
佐
野
町
場
」
の
ま
ち
歩
き

ハ
イ
ボ
ー
ル
が
恋
し
く
な
る
頃
に
お
待
ち
し
て
い
ま
す

Izumisano-shi

③

①

④

②

①泉佐野ふるさと町屋館（旧新川家住宅）　食野
家が三井や住友に並んで上位に記された長者番付
など、旧佐野浦にまつわる史料を展示しています。

②旧佐野浦の街あるき　かつて北前船主や商人で
賑わった面影が残る旧佐野浦の町並み。食野家の
家紋を掲げた商店も残っています。

③むか新　明治25年創業の菓子店。北前船の焼
き型で香ばしく焼き上げられたバター煎餅「食野
長者」など、菓子を通して、佐野浦のストーリー
を伝えています。

④泉州タオル　吸水性と肌触りに優れたタオル。
写真の「泉州美人」は洗濯するほどに持続するふ
わふわ感が特徴のタオルです。
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九
頭
竜
川
河
口
の
三
国
（
福
井
県
坂

井
市
）、
小
矢
部
川
河
口
の
伏
木（
富
山

県
高
岡
市
）、神
通
川
河
口
の
東
岩
瀬
と

白
岩
川
河
口
の
水
橋（
富
山
市
）、
江
戸

時
代
は
信
濃
川
と
阿
賀
野
川
の
河
口
が

一
緒
だ
っ
た
新
潟（
新
潟
市
）、
最
上
川

河
口
の
酒
田（
山
形
県
）、
子
吉
川
河
口

の
本
荘（
秋
田
県
由
利
本
荘
市
）、
雄
物

川
河
口
の
土
崎（
秋
田
市
）、
米
代
川
河

口
の
能
代（
秋
田
県
能
代
市
）と
、
日
本

海
に
注
ぐ
大
河
の
河
口
に
は
、
川
の
流

域
か
ら
物
資
が
集
散
す
る
港
が
あ
り
ま

し
た
。

　
藩
の
外
港
と
し
て
物
資
の
集
散
地
と

な
っ
た
浜
田（
島
根
県
浜
田
市
）、
賀
露

（
鳥
取
市
）、宮
津（
京
都
府
宮
津
市
）、安

宅（
石
川
県
小
松
市
）、鯵
ヶ
沢（
同
鯵
ヶ

青
森
県
野
辺
地
町
　
秋
田
県
能
代
市
　
秋
田
県
秋
田
市
　
秋
田
県
由
利
本
荘
市
　
山
形
県
鶴
岡
市
　

山
形
県
酒
田
市
　
新
潟
県
新
潟
市
　
新
潟
県
⻑
岡
市
　
新
潟
県
出
雲
崎
町
　
新
潟
県
上
越
市
　

富
山
県
富
山
市
　
富
山
県
高
岡
市
　
石
川
県
金
沢
市
　
石
川
県
白
山
市
　
石
川
県
小
松
市
　
福
井
県
坂
井
市
　

福
井
県
敦
賀
市
　
福
井
県
小
浜
市
　
京
都
府
宮
津
市
　
鳥
取
県
鳥
取
市
　
島
根
県
浜
田
市

北
前
船
が
寄
り
た
く
な
る
港

沢
町
）、そ
れ
に
近
江
商
人
の
荷
物
の
中

継
地
で
あ
る
敦
賀（
福
井
県
敦
賀
市
）な

ど
も
、
北
前
船
が「
立
ち
寄
り
た
い
港
」

で
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
大
き
な
港
に
は
回
船
問
屋

が
立
ち
並
び
、
北
前
船
と
の
取
引
で
栄

え
ま
し
た
。そ
れ
だ
け
は
な
く
、船
頭
が

泊
ま
る
船
宿
、
一
般
船
員
が
泊
ま
る
小

宿
も
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
の
小
売
り
商
人

と
の
仲
介
役
を
果
た
し
ま
し
た
。さ
ら

に
、
大
量
の
荷
物
を
一
時
的
に
預
か
る

倉
庫
業
の
商
人
も
い
ま
し
た
し
、
船
乗

り
を
遊
ば
せ
る
遊
郭
も
、
何
カ
月
も
航

海
す
る
北
前
船
の
船
乗
り
に
と
っ
て
は

魅
力
で
し
た
。こ
う
し
て
、北
前
船
の
寄

港
地
は
大
き
な
都
市
に
発
展
し
て
い
っ

た
の
で
す
。

鶴舞園（本間美術館）は、本間家４代光道が、鳥海山を借
景に北前船で運ばれた各地の銘石で作った池泉回遊式庭園

山形県鶴岡市 山形県酒田市 新潟県新潟市青森県野辺地町 秋田県秋田市秋田県能代市 秋田県由利本荘市

福井県小浜市 島根県浜田市鳥取県鳥取市福井県敦賀市 京都府宮津市石川県小松市 福井県坂井市

新潟県長岡市 新潟県上越市新潟県出雲崎町 富山県富山市 富山県高岡市 石川県白山市石川県金沢市
写真提供：金沢市
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荒
波
を
越
え
た
異
空
間

「
み
ち
の
く
丸
」
に
乗
り
込
み
ま
し
ょ
う
。

ギ
ギ
ギ
ギ
ギ
ッ
と
、夢
が
動
き
出
す
音
が
聞
こ
え
ま
す
。

Noheji-machi

③

①

④

②

　
野
辺
地
は
江
戸
時
代
に
盛
岡
藩
の
湊
町
と

し
て
発
展
し
、
領
内
の
大
豆
、
銅（
尾お
さ
り
ざ
わ

去
沢
銅

山
）、
鰯
〆
粕
な
ど
の
物
資
が
、
西
回
り
航
路

に
よ
り
蝦
夷
、北
陸
、瀬
戸
内
海
、関
西
な
ど

の
湊
町
に
積
み
出
し
さ
れ
て
い
ま
し
た
。当

時
の
湊
に
は
七
百
石
か
ら
千
二
百
石
の
船
が

ひ
し
め
き
、
町
に
は
堂
々
た
る
大
店
を
か
ま

え
る
豪
商
が
軒
を
並
べ
て
い
た
と
か
。野
辺

地
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
そ
れ
ら
北
前

船
に
よ
る
航
海
、
交
易
に
関
す
る
海
運
資
料

が
数
多
く
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
野
辺
地
漁
港
を
右
手
に
見
る
浜
辺
は
公

園
と
し
て
整
備
さ
れ
、「
浜
町
の
常
夜
燈
」が

建
っ
て
い
ま
す
。文
政
10
年
（
1
8
2
7
年
）

に
野
辺
地
の
廻
船
問
屋
野
村
治
三
郎
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
。公
園
内
に
は
、復

元
北
前
型
弁
才
船「
み
ち
の
く
丸
」が
陸
揚
げ

さ
れ
て
お
り
、
期
間
限
定
で
船
内
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。「
み
ち
の
く
丸
」
は
日
本
古

来
の
和
船
の
建
造
技
術
や
歴
史
を
後
世
に

伝
え
る
た
め
に
、
船
大
工
16
名
に
よ
っ
て
平

成
17
年
に
完
成
し
ま
し
た
。全
長
は
な
ん
と

32
m
、
帆
柱
ま
で
の
高
さ
が
28
m
あ
り
、
実

際
に
船
に
乗
り
込
む
と
そ
の
大
型
木
造
船
の

迫
力
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。

青
森
県野

辺
地
町

①縄文くらら（国重文）　縄文時代後期の板状（ば
んじょう）立脚土偶。二本足で立つ姿から、アニ
メ「アルプスの少女ハイジ」で有名なフレーズ「ク
ララが立った」を意識した愛称（野辺地町立歴史
民俗資料館所蔵）。
②旧野村家住宅離れ（行在所）　豪商野村治三郎
が、私財を投じて建築。庭に面した座敷には書院
と地袋・天袋付き床脇のついた床の間があります。
③野辺地駅前「蔦屋」かき揚げ天丼　寿司ネタの
ホタテ、エビ、イカのかき揚げ天丼はかなりのボ
リューム。野辺地駅前です。
④ GARDEN CAFE　古来から野辺地町で親し
まれている、かわらけつめい茶を使ったラテ、ワッ
フル（写真）、スコーンなどのメニューが豊富に
そろいます。
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秋
田
県能

代
市

　

米
代
川
河
口
に
位
置
す
る
能
代
は
流
域
か

ら
の
金
銀
銅
や
木
材
、
米
な
ど
が
運
ば
れ
交

易
地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。特
に
注
目
を
浴

び
た
の
が
秋
田
杉
で
、文
禄
２
年（
１
５
９
３

年
）、豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
半
島
へ
渡
る
大お
お

安あ

宅た
け

船ぶ
ね

の
建
造
の
た
め
、
領
主
で
あ
る
秋
田
実
季

が
船
１
艘
分
の
秋
田
杉
を
送
り
ま
し
た
。伏

見
築
城
で
は
さ
ら
に
大
量
の
秋
田
杉
が
求
め

ら
れ
、太
閤
板
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。そ
し
て
時

代
と
と
も
に
生
産
量
も
増
加
し
東
洋
一
の

「
木も
く
と都

」と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

北
前
船
の
灯
台
代
わ
り
に
も
使
っ
た
「
能

代
凧
」は
、北
前
船
の
船
乗
り
た
ち
が
腹
に
顔

を
描
い
た
踊
り
が
起
源
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。明
治
20
年
（
１
８
８
７
年
）
創
業
以
来
、

１
３
０
年
以
上
続
く「
北
村
凧
提
灯
店
」で
は

様
々
な
デ
ザ
イ
ン
の
凧
を
製
作
し
て
い
ま
す

が
、
な
か
で
も「
あ
っ
か
ん
べ
ー
」と
舌
を
出

し
た
男
女
の「
べ
ら
ぼ
う
凧
」は
一
目
見
た
ら

忘
れ
な
い
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
デ
ザ
イ
ン

で
す
。「
男
べ
ら
ぼ
う
」
は
頭
に
芭
蕉
の
葉
っ

ぱ
が
描
か
れ
、「
女
べ
ら
ぼ
う
」の
頭
に
は
牡

丹
の
花
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
舌
を
出
し

た
絵
柄
は
魔
除
け
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

Noshiro-shi

①熊谷長栄堂　北前船に乗っていた京都の職人が
製法を伝授した「東雲（しののめ）羊羹」。以来
180 年に渡って愛されています。
②天洋酒店　店主が目利きした秋田の日本酒をラ
インナップ。地元秋田のお酒について、愛情たっ
ぷり優しく面白く解説してもらえます。
③金勇（かねゆう）　天然秋田杉をふんだんに使
用し、職人の技の粋を集めて建てられた木都能代
の名にふさわしい旧料亭。見学と食事ができます。
④能代七夕「天空の不夜城」　巨大な鯱（しゃち）
を冠した城郭型灯籠。1800 年代に運行されたと
伝えられ、１世紀の時を超え復活しました。絢爛
豪華な大灯籠「愛季」（高さ約 24.1m）や「嘉六」

（高さ約 17.6m）が、太鼓、笛とともに街中を練
り歩く姿は見逃せません。③

①

④

②

空
浮
か
ぶ
能
代
の「
顔
」

能
代
の
空
に
船
か
ら
見
え
る
「
あ
っ
か
ん
べ
ー
」。

一
度
み
た
ら
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
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秋
田
県秋

田
市

　

秋
田
杉
や
米
な
ど
、
特
産
品
を
運
び
出
す

港
と
し
て
栄
え
た
土
崎
。米
以
外
に
も
多
く

の
産
物
が
集
ま
る
こ
の
港
は
、
北
前
船
を
呼

び
寄
せ
ま
し
た
。19
世
紀
初
期
、土
崎
へ
入
港

す
る
船
は
年
間
６
百
艘
を
超
え
、
12
軒
の
回

船
問
屋
が
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。土
崎
か
ら
出

る
荷
物
は
、農
産
物
や
海
産
物
に
秋
田
杉
、こ

れ
に
対
し
て
入
っ
て
き
た
の
は
、
自
給
で
き

な
い
木
綿
、
古
着
、
塩
、
砂
糖
、
紙
な
ど
で
し

た
。

　

嘉
永
５
年
（
１
８
５
２
年
）、
幕
末
動
乱

の
時
期
に
創
業
し
た
秋
田
を
代
表
す
る
新

政
酒
造
。酒
蔵
の
名
前
の
由
来
は
、「
厚
き

徳
を
も
っ
て
新
し
い
政
（
ま
つ
り
ご
と
）
を

な
す
」
か
ら
。日
本
酒
を
作
る
の
に
必
要
な

酵
母
で
も
、「
６
号
酵
母
」の
魅
力
を
ダ
イ
レ

ク
ト
に
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
醸
造

さ
れ
た
ラ
イ
ン
が
こ
の
「
N
O.
6
」。中
で

も
最
上
級
モ
デ
ル
の
X
︲
T
y
p
e
は
、

「
e
X
c
e
l
l
e
n
t
」を
意
味
す
る
こ
の

酒
蔵
を
代
表
す
る
モ
デ
ル
で
す
。磨
き
こ
ま

れ
た
米
を
用
い
て
、
よ
り
品
格
あ
る
仕
上
が

り
が
特
徴
。６
号
酵
母
の
清
楚
に
し
て
力
強

い
存
在
感
を
最
も
ビ
ビ
ッ
ド
に
感
じ
取
れ
る

1
本
で
す
。

秋
田
美
人
を
つ
く
る
酒

べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
を
つ
く
る
秋
田
の
酒
蔵
は
商
い
上
手

飽
き
っ
ぽ
い
あ
の
娘
も
惚
れ
込
む
、酵
母
の
さ
さ
や
き
。

Akita-shi

③

①

④

②

①秋田県立美術館　目玉は、世界的な画家、藤田
嗣治が昭和12年当時の秋田を描いた幅20mの大
壁画「秋田の行事」。螺旋階段、開放感あふれる
ラウンジなどの見どころも。©Photo by Shigeo Ogawa

②あきた文化産業施設松下　旧割烹「松下」をリ
ノベーションした荘厳さと新しさが見事に融合し
た空間、秋田の銘酒や甘味を堪能。あきた舞妓が
お出迎え。

③土崎神明社祭の曳山行事　ユネスコ無形文化遺
産に登録された曳山行事。戻り曳山で奏でられる
あいや節は、北前船により伝えられたハイヤ節が
起源とされています。

④地蔵院 虚空蔵尊堂　日和山だったとされてい
る場所で、石灯籠や百度石などが残ります。
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秋
田
県由

利
本
荘
市

　
江
戸
時
代
、
由
利
本
荘
市
を
流
れ
る
子
吉

川
河
口
に
亀
田
藩
の
石
脇
湊
と
矢
島
藩
・
本

荘
藩
の
古
雪
湊
が
川
を
挟
ん
で
整
備
さ
れ
ま

し
た
。石
脇
湊
は
、亀
田
藩
の
重
要
な
湊
と
し

て
栄
え
、廻
船
問
屋
や
旅
館
・
料
理
屋
が
軒
を

連
ね
、花
柳
街
の
華
や
か
さ
と
と
も
に
、賑
わ

い
の
あ
る
町
並
み
を
作
り
出
し
ま
し
た
。北

海
道
か
ら
は
ニ
シ
ン
や
コ
ン
ブ
な
ど
の
海
産

物
が
、北
陸
・
山
陰
・
大
阪
な
ど
上
方
か
ら
は

塩
・
木
綿
・
紙
・
か
さ
・
瓦
・
蝋
な
ど
が
運
び
込

ま
れ
て
き
ま
し
た
。古
雪
湊
は
、「
廻
船
問
屋

十
人
仲
間
」
と
称
さ
れ
た
本
荘
藩
公
認
の
株

持
ち
問
屋
が
10
軒
あ
り
、
船
乗
り
の
た
め
の

旅
館
街
や
花
柳
街
も
あ
り
ま
し
た
。

　
羽う
ご
ほ
ん
じ
ょ
う

後
本
荘
駅
の
近
く
に
あ
る
尾び

留る

川か
わ

氷
店

の
夏
季
限
定
「
か
き
氷
」。色
と
り
ど
り
の
カ

ラ
フ
ル
な
氷
の
花
た
ち
が
大
人
気
で
す
。定

番
の「
い
ち
ご
ミ
ル
ク
氷
」、「
あ
ず
き
ミ
ル
ク

氷
」、「
レ
モ
ン
氷
」か
ら
、
チ
ョ
コ
、
グ
レ
ー

プ
、オ
レ
ン
ジ
な
ど
。か
き
氷
を
固
め
て
丸
く

掬
っ
た
氷
の
塊
が
三
つ
。そ
れ
が
シ
ロ
ッ
プ

で
味
付
け
さ
れ
、
仕
上
げ
に
ミ
ル
ク
が
と
ろ

り
。開
店
し
て
陽
が
の
ぼ
る
に
つ
れ
、老
若
男

女
、
次
々
と
お
客
さ
ん
が
訪
れ
る
様
子
は
毎

年
の
夏
の
風
物
詩
で
す
。

北
の
夏
を
告
げ
る
氷

独
特
な
食
感
に
味
わ
い
深
い
ミ
ル
ク
と
シ
ロ
ッ
プ
。

地
域
に
愛
さ
れ
る
由
利
本
荘
の
夏
の
味
。

Yurihonjo-shi

③

①

④

②

①本荘ごてんまり　由利本荘を代表する手工芸品
で、三方にさがる房が特徴。色鮮やかな糸が紡ぎ
出す伝統の美です。
②齋彌（さいや）酒造店　明治35年の創業より、「雪
の茅舎」などの名酒を世に送り出してきた酒蔵。
当時のまま残る、店舗や蔵、住宅など11棟の和
洋折衷建築（登録有形文化財）もみどころです。
③新山神社　船乗りたちが日和をみた場所。真冬
の奇祭として全国的に有名な伝統行事「新山神社
裸参り」が毎年行われています。
④本荘刺し子　北前船で伝わった貴重な木綿を大
切に補強するため、そして保温性能を高めるため
に刺繍を施してつくられた刺し子の幾何学模様。
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江
戸
時
代
、「
西
回
り
航
路
」に
よ
っ
て
繁

栄
を
極
め
た
港
町
。酒
田
か
ら
は
米
以
外
に

も
出
羽
の
紅
花
を
積
み
、帰
り
荷
は
、そ
の
紅

花
で
染
め
た
京
友
禅
や
ひ
な
人
形
な
ど
、
京

の
文
化
を
運
ん
で
き
ま
し
た
。井
原
西
鶴
の

『
日
本
永
代
蔵
』で「
北
の
国
一
番
の
米
商
人
」

と
描
か
れ
た
鐙
屋
、
自
ら
北
前
船
交
易
に
乗

り
出
し
て
日
本
一
の
大
地
主
に
な
っ
た
本
間

家
な
ど
の
屋
敷
が
現
存
す
る
酒
田
に
は
、
上

方
文
化
の
雅
な
風
情
が
今
も
色
濃
く
残
り
ま

す
。

　「
舞
娘
茶
屋
　
雛
蔵
畫
廊
　
相
馬
樓
」
は

酒
田
で
江
戸
時
代
か
ら
続
い
た
料
亭
「
相
馬

屋
」を
修
復
、
1
階
は
20
畳
の「
茶
屋
く
つ
ろ

ぎ
処
」、2
階
の
大
広
間
は
舞
娘
さ
ん
の
踊
り

と
お
食
事
を
楽
し
め
る
演
舞
場
。酒
田
で「
舞

妓
」を「
舞
娘
」と
呼
ぶ
の
は
、宴
席
で
の「
芸
」

だ
け
で
な
く
「
そ
の
場
を
華
や
か
に
す
る
舞

う
娘
」と
い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

壁
か
ら
市
松
模
様
状
の
畳
ま
で
、
紅
色
に
染

め
ら
れ
た
大
広
間
に
響
き
渡
る
艶
や
か
な
歌

声
と
三
味
線
の
音
色
。雅
や
か
な
舞
い
姿
に

心
ま
で
紅
色
に
染
め
ら
れ
て
。江
戸
時
代
か

ら
大
切
に
守
ら
れ
て
き
た
酒
田
の
伝
統
が
、

今
も
目
の
前
で
い
き
い
き
と
舞
う
た
び
に
、

見
る
者
の
心
も
舞
い
上
が
る
の
で
す
。

山
形
県酒

田
市

北
の
京
文
化

「
ほ
ん
ま
に
酒
田
は
よ
い
港
、
繁
盛
じ
ゃ
お
ま
へ
ん
か
」

目
に
も
艶
や
か
な
京
文
化
、運
ん
で
き
た
の
は
北
前
船
。

Sakata-shi

③

①

④

②

①庄内刺し子　日本三大刺し子のひとつ。藍染の
木綿布に白い木綿糸で差し込まれる、緻密で可愛
らしい紋様は、丁寧な手仕事ならではのぬくもり
を感じさせます。

②ケルン　カクテル「雪国」が生まれたこちらの
お店は、昼は喫茶店、夜はバーとして営業。レシ
ピを考案したマスター自らが振ってくれるシェー
カー姿をぜひ。

③傘福　山形県酒田市周辺で飾られるつるし飾
り。北前船によって伝えられたものと考えられて
いる。

④日和山公園　寄港地には欠かせない方角石や日
本最古級の木造灯台、千石船があり、往時の名残
りを忍ばせています。（写真提供：酒田観光物産協会）
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山
形
県鶴

岡
市

　
江
戸
時
代
の
庄
内
藩
最
大
の
港
は
酒
田
で

し
た
が
、
城
下
町
だ
っ
た
鶴
岡
市
に
も
北
前

船
寄
港
地
が
点
在
し
ま
す
。

　
越
後
か
ら
の
関
門
、
鼠ね
ず
が
せ
き

ヶ
関
は
小
さ
な
湾

で
す
が
、藩
の
番
所
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
か
ら
北
上
し
た
加
茂
は
、
城
下
の
生

活
物
資
を
陸
揚
げ
す
る
重
要
港
で
、
湾
に
面

し
て
回
船
問
屋
が
並
ん
で
い
ま
し
た
。加
茂

か
ら
鶴
岡
へ
の
途
中
の
古
刹
、
善
宝
寺
に
は

北
前
船
の
船
頭
も
参
拝
に
来
ま
し
た
。

　
市
の
中
心
部
に
あ
る
致
道
博
物
館
に
は
北

前
船
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
和
船
模
型
や
船
絵

馬
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
加
茂
の
西
南
に
建
つ
、
鶴
岡
市
立
加
茂
水

族
館
。常
時
60
種
類
以
上
の
ク
ラ
ゲ
を
展
示

す
る「
ク
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
」が
メ
イ
ン
で
、
ク

ラ
ゲ
展
示
種
類
数
世
界
一
の
水
族
館
と
し
て

有
名
で
す
。館
内
で
は
、ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ

て
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
き
な
が
ら
ゆ
ら
め
く
ク
ラ

ゲ
の
神
秘
的
な
姿
に
魅
了
さ
れ
ま
す
。特
に

約
1
万
匹
の
ミ
ズ
ク
ラ
ゲ
が
直
径
5
メ
ー
ト

ル
の
巨
大
水
槽
の
中
で
浮
遊
す
る
「
ク
ラ
ゲ

ド
リ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
」
は
圧
巻
で
、
多
く
の

人
々
が
記
念
写
真
を
撮
影
し
て
い
ま
す
。

Tsuruoka-shi

①

③

②

④

世
界
一
の
ク
ラ
ゲ
水
族
館

世
界
中
か
ら
観
光
客
や
研
究
者
が
集
う
水
族
館
で
、

ラ
ブ
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
「
恋
人
の
聖
地
」
に
も
認
定
。

①善寳寺（ぜんぽうじ）五百羅漢堂　北前船で財
をなした商人たちの寄進によって建てられたお
堂。安置されている 531体の仏像は、東北芸術
工科大学文化財保存修復学科の学生、教員が一丸
となり一体ずつ修復が続けられています。
②浄禅寺の釣鐘　北前船で財をなした商人たちか
ら寄進された釣鐘。赤穂市の坂越（さこし）から
北前船で運ばれてきました。
③ SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE
宿泊滞在複合施設で、全143の客室はすべて木
造。無農薬野菜を取り入れた食事や山形地酒、天
然温泉入浴やフィットネスが楽しめます。
④ kibiso　「きびそ」とは蚕が繭を作る際に最
初に吐き出す糸のことです。抗酸化作用があると
言われ、お肌すべすべ、つまり美しくなれます。
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新
潟
県新

潟
市

　

２
０
１
９
年
1
月
に
開
港
１
５
０
周
年
を

迎
え
る
新
潟
港
は
、
日
本
海
を
行
く
北
前
船

な
ど
の
回
船
や
川
舟
が
集
ま
る
町
と
し
て
栄

え
ま
し
た
。港
に
通
じ
る
小
路
が
随
所
に
延

び
、
通
り
に
は
広
大
な
商
家
や
船
主
の
屋
敷

が
建
ち
並
び
ま
す
。京
な
ど
遠
方
が
運
ん
だ

文
化
の
影
響
も
残
り
、
民
謡「
佐
渡
お
け
さ
」

も
そ
の
一
つ
。北
前
船
は
こ
の
地
に
た
く
さ

ん
の
富
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
、
信
濃
川
河
口
の
港
を
見
渡
す

砂
丘
の
丘
で
、
新
潟
の
町
で
一
番
の
高
台

だ
っ
た
日
和
山
。こ
の
山
は
か
つ
て
水
先
案

内
の
地
で
あ
っ
た
、
新
潟
市
を
代
表
す
る
史

跡
ス
ポ
ッ
ト
で
す
。標
高
12
・
３
メ
ー
ト
ル
の

山
の
中
腹（
五
合
目
）に
あ
る
の
が
、
黒
塀
と

白
壁
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
印
象
的
な
「
日
和

山
五
合
目
」。こ
ち
ら
で
は
、
コ
ー
ヒ
ー
好
き

な
店
主
の
こ
だ
わ
り
が
詰
ま
っ
た
「
日
和
山

ブ
レ
ン
ド
」と
ス
イ
ー
ツ
が
楽
し
め
ま
す
。特

注
も
な
か
の
皮
に
牛
乳
ベ
ー
ス
の
手
作
り
ア

イ
ス
が
詰
ま
っ
た「
日
和
山
方
角
石 

ア
イ
ス

も
な
か
」は
イ
チ
オ
シ
。冬
は
、
自
家
製
の
厚

切
り
食
パ
ン
の
中
に
、
発
酵
バ
タ
ー
で
作
っ

た
ホ
ワ
イ
ト
ソ
ー
ス
の
グ
ラ
タ
ン
ト
ー
ス
ト

で
ほ
っ
こ
り
、あ
っ
た
ま
っ
て
。

日
和
山
で
カ
フ
ェ

日
和
山
か
ら
コ
ー
ヒ
ー
片
手
に
沖
な
が
む
れ
ば

船
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
、娘
の
身
に
な
ら
し
ゃ
ん
せ
。

Niigata-shi

③

①

④

②

①ネルソンの庭　旧新潟県副知事公舎をリノベー
ションした、美しいレストラン。地元産の食材を
いかしたイタリアンが食べられます。

②ぬったりテラス商店街　昔ながらのレトロな雰
囲気が残る商店街に、雑貨、パン屋、カフェ、看
板ネコちゃんがいるオフィスなど、女子のハート
をくすぐるショップが並びます。

③古町糀製造所　銀座でおむすび屋を営んでいた
店主が、新潟の味噌蔵や酒蔵を訪ねるうち、「糀」
の魅力にはまってオープン。糀甘酒や糀スイーツ
など発酵好きにはたまらないお店。

④旧齊藤家別邸　新潟の砂丘地形を活かした回遊
式庭園と、屋敷が一体となったこちらの邸宅は、
手すりや床の間の棚など細部までこだわったモダ
ンな造り。
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江
戸
時
代
の
寺
泊
は
、
海
上
交
通
の
要
と

し
て
栄
え
、
本
州
か
ら
最
短
距
で
佐
渡
島
に

渡
れ
る
地
と
し
て
も
知
ら
れ
ま
し
た
。北
前

船
が
も
た
ら
し
た
富
に
よ
り
、
多
く
の
人
々

が
暮
ら
し
、
海
沿
い
に
は
集
落
が
作
ら
れ
ま

し
た
。寺
泊
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
、由
緒
あ

る
多
く
の
寺
が
建
ち
、
古
い
歴
史
と
美
し
い

自
然
が
調
和
す
る「
日
本
海
の
鎌
倉
」と
も
呼

ば
れ
て
お
り
、
小
路
が
入
り
組
ん
だ
独
特
の

町
並
み
が
特
徴
で
す
。

　

遠
浅
の
寺
泊
野
積
海
水
浴
場
ま
で
5
分
の

好
立
地
に
あ
る
茅
葺
き
の
お
宿
「
ま
つ
や
」。

食
事
処
の
ダ
イ
ニ
ン
グ
は
梁
を
張
り
巡
ら
せ

た
天
井
、囲
炉
裏
が
残
り
、ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク

な
古
民
家
の
雰
囲
気
が
味
わ
え
ま
す
。こ
ち

ら
で
は
新
潟
名
物
の
漁
師
鍋「
番
屋
鍋
」を
ぜ

ひ
。こ
の
野
積
の
地
は
、
長
寿
伝
説「
八
百
比

丘
尼（
や
お
び
く
に
）」伝
説
で
知
ら
れ
、禁
断

の
人
魚
の
肉
を
食
べ
て
８
０
０
歳
ま
で
生
き

た
と
さ
れ
る
尼
さ
ん
の
伝
説
が
残
り
ま
す
。

器
量
良
し
で
気
立
て
も
優
し
く
、
30
回
も
嫁

入
り
し
た
と
い
う
「
八
百
比
丘
尼
」。そ
の
容

貌
は
５
０
０
歳
で
出
家
し
た
際
も
、
17
歳
の

時
の
ま
ま
の
美
し
い
娘
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

新
潟
県長

岡
市

長
寿
伝
説
の
宿

器
量
良
し
、
気
立
て
良
し
の
美
魔
女
「
八や

百お

比び

丘く

尼に

」。

伝
説
の
地
で
、永
遠
の
美
と
若
さ
を
授
か
り
ま
し
ょ
う
。

Nagaoka-shi

③

①

④

②

①②和島トゥー・ル・モンド　築85年の廃校に
なった小学校を活用した完全予約制の「Bague
（バーグ）」は、この地で採れる旬の食材を使った
五感で楽しむフレンチ。ワインに合うパン屋も併
設。最も食べ頃の時に、農家さんが収穫した野菜
の美味しさは感動もの。舌をうならせる一皿は、
生産者、シェフ、サービス、すべての技が一体と
なった「本物の物語」から生まれます。

③④白山媛神社　収蔵された五十二枚の船絵馬
は、北前船の歴史を知る貴重な資料。船の構造、
乗組員などが描かれ、奉納の時期や奉納者が記さ
れています。
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新
潟
県出

雲
崎
町

　

出
雲
崎
に
は
江
戸
時
代
、
幕
府
の
天
領

７
万
石
を
支
配
す
る
代
官
所
が
あ
り
ま
し

た
。古
い
家
並
み
の
通
り
の
は
ず
れ
に
、代
官

所
跡
が
あ
り
ま
す
。こ
の
通
り
は
、佐
渡
の
金

銀
を
江
戸
へ
運
ぶ「
北ほ
っ

国こ
く

街
道
」で
し
た
。

　

町
営
の
観
光
施
設
「
越
後
出
雲
崎
天
領
の

里
」に
は
、佐
渡
奉
行
の
御ご

座ざ

船ぶ
ね

の
模
型
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
。出
雲
崎
に
は
回
船
問
屋

が
並
び
、佐
渡
奉
行
が
渡
海
す
る
際
に
は
、た

く
さ
ん
の
船
が
伴
走
し
た
そ
う
で
す
。

　

こ
こ
で
は「
佐
渡
お
け
さ
」の
元
唄「
出
雲

崎
お
け
さ
」
が
歌
わ
れ
て
い
ま
し
た
。そ
の

元
々
は
九
州
の「
ハ
イ
ヤ
節
」で
、
北
前
船
の

船
乗
り
た
ち
が
伝
え
た
歌
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
こ
こ
出
雲
崎
に
は
小
高
い
丘

と
海
に
挟
ま
れ
た
わ
ず
か
な
平
場
に
約
２
万

人
が
暮
ら
し
て
い
た
と
の
こ
と
。当
時
は
間

口
の
広
さ
に
税
金
を
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
の
長
い
妻
入

り
家
屋
が
軒
を
連
ね
、
約
４
㎞
に
も
及
ぶ
妻

入
り
の
街
並
を
形
成
し
ま
し
た
。佐
渡
か
ら

続
々
と
送
ら
れ
て
く
る
金
銀
の
吸
引
力
で

し
ょ
う
か
。キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
社
会
に
向
か

う
現
代
に
お
い
て
も
金
色
に
輝
く
小
判
の
リ

ア
リ
テ
ィ
に
は
魅
了
さ
れ
ま
す
。

Izumozaki-machi

① ②

金
メ
ダ
ル
候
補
で
す

世
界
中
の
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の
み
な
さ
ん
、

私
が
金
メ
ダ
ル
だ
と
嬉
し
い
で
し
ょ
う
。

①良寛さん　江戸時代後期（1758）に出雲崎に
生まれました。無欲恬淡な性格で、生涯寺を持た
ず、庶民からは親しみを込めて「良寛さん」と呼
ばれていたそうです。
②白雪糕 ( ハクセツコウ )　良寛の書状に、「白雪
糕少々　御恵みたまはり度候　以上」という内容
の書状が遺っています。身を寄せていた家の赤ん
坊のためだそうです。
③紙風船　出雲崎は紙風船の生産量日本一の町で
す。海の荒れる冬場の漁業に変わる仕事として、
また漁師の妻の手仕事として生まれました。だか
ら紙風船と言えども魚の種類は豊富なのです。
④天領の里時代館　豪商・敦賀屋、熊木屋の文書
の他、船模型、船鑑札、船仏壇、四爪錨など北前
船関連資料が多数収蔵されています。③ ④
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Joetsu-shi

③

①

④

②

「
こ
こ
で
歌
い
た
い
♪
」

高
田
世
界
館
の
扉
を
開
け
て
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と

み
ん
な
そ
う
叫
ぶ
の
で
す
。

　

直
江
津（
今
町
湊
）は
、
室
町
時
代
に
成
立

し
た
日
本
最
古
の
海
洋
法
規
集
で
あ
る
「
廻

船
式
目
」に
お
い
て
、当
時
の
日
本
で
十
を
数

え
た
大
き
な
港
を
表
わ
す
三さ
ん
し
ん
し
ち
そ
う

津
七
湊
の
一
つ

に
名
を
連
ね
て
い
ま
し
た
。北
前
船
が
就
航

し
た
江
戸
時
代
に
は
、
高
田
藩
の
外
港
と
し

て
、
各
地
の
港
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
塩
や
砂

糖
、
茶
、
塩
魚
等
を
城
下
町
高
田
や
頸く
び
き城

郡

内
、
信
濃
へ
運
び
出
す
た
め
の
受
入
港
と
し

て
地
域
の
発
展
を
支
え
ま
し
た
。

　

高
田
市
内
に
現
存
す
る
雁
木
の
総
延
長
は

日
本
一
の
長
さ
。映
画
「
ふ
み
子
の
海
」
の
ロ

ケ
地
と
し
て
も
使
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
雁
木

通
り
に
あ
る「
高
田
世
界
館
」は
１
９
１
１
年

（
明
治
44
年
）に
開
業
し
、
今
で
も
上
映
を
続

け
る
現
役
の
映
画
館
で
す
。フ
ィ
ル
ム
映
写

室
、桟
敷
席
、木
組
み
の
天
井
、映
画
１
０
０

年
の
営
み
が
建
物
の
随
所
に
埋
め
込
ま
れ
て

い
て
、
映
画
フ
ァ
ン
な
ら
ず
と
も
魅
了
さ
れ

る
空
間
。小
泉
今
日
子
さ
ん
、泉
谷
し
げ
る
さ

ん
を
は
じ
め
こ
の
空
間
に
魅
入
ら
れ
た
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
は
多
く
、
最
近
で
は
シ
ン
ガ
ー
ソ

ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
青
葉
市
子
さ
ん
が
ス
テ
ー

ジ
に
あ
が
り
ま
し
た
。雁
木
通
り
散
策
と
合

わ
せ
て
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

新
潟
県上

越
市

①百年料亭 宇喜世　国登録有形文化財でもある
書院造の料亭。細部に趣向を凝らした木造建築。
②雁木通り　雁木は、おもに冬季の通路を確保す
るために家屋の一部やひさしなどを延長したもの
で、豪雪地の生活の知恵です。
③能鷹　能登屋と言われた徳川時代から三百余
年。松本零士氏監修「戦国のアルカディア 銘将
銘酒 47 撰」新潟県代表にも選ばれている、全国
でも珍しい海に一番近い酒蔵。
④猪俣美術建具店　「組子」は、日本の建具技術
の最高峰。釘を一切使わずに仕上げるのが組子細
工の特徴であり、そのためには 0.1mm 以下の誤
差を指先に伝える技術が必要とのこと。東京「銀
座 久兵衛」の内装にも用いられています。
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建
築
学
と
し
て

北
前
船
が
運
ん
で
き
た
の
は
昆
布
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

贅
を
尽
く
し
た
建
築
美
の
数
々
も
そ
う
で
し
た
。

Toyama-shi

① ③

②

①旧森家住宅（東岩瀬大町通り）　通り土間に面
したオイの間。囲炉裏は商談場所であったそうで
す。吹き抜けになった天井は井形の梁が組まれて
います。南北の土蔵の扉に施された漆喰の鏝絵を
はじめ、随所に贅を尽くした意匠が見られます。
②昆布蒲鉾　富山市の一人当たりの昆布購入額は
全国一。出汁を取るために使うほか、昆布蒲鉾、
昆布締め、ニシンの昆布巻き、とろろ昆布などバ
リエーションに富んだ昆布料理があります。
③富岩水上ライン　環水公園から中島閘門（こう
もん）を通り、港町岩瀬を結ぶ運河クルーズです。
約 1時間の船旅で、歴史ある運河や美しい景観
を楽しむことができます。

富
山
県富

山
市

　

富
山
湾
に
面
し
た
東
岩
瀬
は
、
神
通
川
河

口
右
岸
の
良
港
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
加
賀

藩
の
米
倉
が
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
て
北
前
船
の
寄

港
地
と
し
て
繁
栄
し
ま
し
た
。富
山
か
ら
は

主
に
米
が
積
ま
れ
、
北
海
道
か
ら
は
昆
布
や

肥
料
と
な
る
ニ
シ
ン
が
運
び
込
ま
れ
ま
し

た
。そ
れ
以
来
、昆
布
は
富
山
の
食
文
化
に
は

欠
か
せ
な
い
食
材
と
し
て
根
付
い
て
お
り
、

天
然
の
生
簀
と
呼
ば
れ
る
富
山
湾
か
ら
獲
れ

る
新
鮮
な
魚
介
類
と
合
わ
せ
、
多
彩
な
昆
布

料
理
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

北
前
船
で
巨
万
の
富
を
得
た
北
前
船
主

が
、
明
治
初
期
に
建
て
た
屋
敷
等
が
旧
北
国

街
道
に
面
し
て
建
ち
並
ん
で
い
ま
す
。岩
瀬

五
大
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
森
家
の
旧
屋
敷
で

は
、
名
物
館
長
の
案
内
が
来
館
者
を
楽
し
ま

せ
ま
す
。オ
イ
の
間
の
梁
や
川
の
流
れ
を
現

し
た
畳
の
敷
き
方
、
竜
虎
の
鏝
絵
が
施
さ
れ

た
土
蔵
の
扉
な
ど
、
い
た
る
所
に
当
時
の
財

力
と
そ
の
美
学
が
見
て
取
れ
ま
す
。ま
た
、リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
施
し
た
酒
屋
や
レ
ス
ト
ラ

ン
、ガ
ラ
ス
工
房
、陶
芸
工
房
と
し
て
現
代
に

蘇
っ
た
森
家
土
蔵
群
か
ら
は
、
時
を
超
え
た

文
化
の
融
合
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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Takaoka-shi

や
さ
し
さ
に
包
ま
れ
て

こ
の
ふ
わ
っ
ふ
わ
の
と
ろ
ろ
昆
布
た
ち
が

朝
、
昼
、
晩
と
私
を
と
ら
え
て
離
さ
な
い
の
で
す
。

③

①

④

②

　

高
岡
市
伏
木
に
は
江
戸
時
代
か
ら
大
正
時

代
に
か
け
て
、
最
盛
期
に
は
大
小
30
軒
ほ
ど

の
廻
船
問
屋
が
あ
り
、
北
前
船
の
寄
港
地
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。伏
木
の
北
前
船
は
、越
中

各
地
か
ら
集
め
ら
れ
た
米
を
北
海
道
や
大
阪

ま
で
運
ぶ
と
と
も
に
、
各
地
で
買か
い

積づ
み

し
た
商

品
を
売
り
さ
ば
き
、
加
賀
藩
に
莫
大
な
富
を

も
た
ら
し
た
の
で
す
。ま
た
、鋳
物
製
造
が
盛

ん
な
高
岡
で
作
ら
れ
た「
ニ
シ
ン
釜
」や「
塩

釜
」な
ど
の
鉄
製
品
、そ
し
て
香
炉
・
花
瓶
・
仏

具
な
ど
の
銅
製
品
も
、
北
前
船
で
全
国
各
地

に
運
ば
れ
ま
し
た
。高
岡
銅
器
は
、伝
統
的
工

芸
品
と
し
て
、
今
も
高
岡
の
職
人
に
そ
の
技

術
が
引
き
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

富
山
の
一
世
帯
あ
た
り
の
昆
布
消
費
金
額

は
、長
い
間
全
国
ト
ッ
プ
で
す（
総
務
省
家
計

調
査
）。こ
れ
は
北
前
船
が
北
海
道
よ
り
大
量

の
昆
布
を
運
ん
で
き
た
こ
と
に
関
係
し
て
お

り
、以
来
、昆
布
を
多
用
す
る
食
文
化
が
根
付

き
ま
し
た
。中
で
も
、と
ろ
ろ
昆
布
を
ま
ぶ
し

た
お
に
ぎ
り
は
ま
さ
に
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
。市

内
の
多
く
の
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
で
売
ら

れ
て
い
ま
す
。高
岡
市
に
お
越
し
の
際
は
ぜ

ひ
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

富
山
県高

岡
市

①明治18年の全国天気図　廻船問屋出身の藤井能
三が、北前船の安全確保のため、明治16年（1883
年）に、全国初の私立測候所を設立しました。現在
は伏木気象資料館として公開されています。
②高岡ラムネ　創業天保９年（1838 年）の和菓
子店・大野屋が手がけるラムネ。落雁の木型を使
い、富山県産コシヒカリや国産生姜を組み合わせ
て、職人がひとつひとつ手作りしています。
③錫のぐい呑　近年高岡では、現代のライフスタ
イルに合った新たな鋳物製品が生まれ、注目され
ています。「能作」の曲がる錫器もその１つ。オリ
ジナルグッズのショップやカフェを備える能作本
社では、工場見学や鋳物作り体験もできます。
④雨晴海岸　「日本の渚 100 選」にも選ばれた白
砂青松の景勝地。道の駅「雨晴─AMAHARASHI」
のカフェから、美しい富山湾を一望できます。
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石
川
県金

沢
市

　

金
沢
市
を
流
れ
る
犀さ

い

川が
わ

の
河
口
、
金か

な
い
わ石

を

本
拠
地
と
し
た
銭
屋
五
兵
衛
は
、
北
前
船
で

巨
万
の
富
を
築
き
ま
し
た
。し
か
し
藩
内
の

政
争
の
余
波
で
財
産
は
没
収
、
五
兵
衛
自
身

獄
死
し
た
悲
劇
の
人
で
す
。金
石
地
区
に
は

「
銭
五
公
園
」、「
銭
屋
五
兵
衛
記
念
館
」が
あ

り
、
記
念
館
に
隣
接
す
る
大
野
湊
神
社
に
も

関
係
資
料
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

金
沢
で
は
、
現
在
の
金
沢
港
に
注
ぐ
大
野

川
の
両
岸
に
も
北
前
船
の
有
力
船
主
が
軒
を

並
べ
て
い
ま
し
た
。特
に
右
岸
の
粟あ
わ
が
さ
き崎
の
繁

栄
ぶ
り
は
、
粟
崎
八
幡
神
社
に
奉
納
さ
れ
た

数
々
の
豪
華
な
船
絵
馬
を
見
れ
ば
、
誰
も
が

わ
か
り
ま
す
。

　

大
野
町
の
醤
油
産
業「
大
野
醤
油
」は
、
江

戸
時
代
に
加
賀
藩
が
産
業
と
し
て
の
「
し
ょ

う
ゆ
醸
造
」を
奨
励
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、

北
前
船
が
運
ん
だ
麦
や
大
豆
、
能
登
の
塩
な

ど
を
使
っ
て
隆
盛
し
ま
し
た
。現
在
の
大
野

エ
リ
ア
は
、
醤
油
蔵
や
町
家
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー

や
カ
フ
ェ
に
な
り
、
町
歩
き
が
楽
し
め
る
場

所
に
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。そ
の
一
角
に

あ
る「
ヤ
マ
ト
糀
パ
ー
ク
」で
は
、
糀
で
美
し

く
な
る
仕
掛
け
が
盛
り
だ
く
さ
ん
。五
感
を

使
っ
た
糀
体
験
が
楽
し
め
ま
す
。

Kanazawa-shi

① ②

変
化
す
る
こ
と
が
自
然

自
然
界
の
も
の
は
全
て
変
化
す
る
の
で
す
。

何
も
し
な
く
て
も
美
し
く
変
化
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

①谷口吉郎・吉生記念 金沢建築館　金沢 21世
紀美術館、鈴木大拙館をはじめとした現代建築が
点在する金沢市に、新名所が加わりました。谷口
吉郎氏の住まい跡地に、吉郎氏の長男で国際的に
著名な建築家である谷口吉生氏の設計により建設
された、建築・都市についてのミュージアムです。
②金沢海みらい図書館　「世界で最も美しい公共
図書館25選」に選ばれました。外壁に約6,000
個の丸窓を設けた斬新な建物デザインです。
③観田家住宅　北前船で財をなした廻船問屋・湊
屋左太郎の住宅。玄関脇の腰板には舟板を用い、
意匠を凝らした銅板が打ち付けられています。
④大野湊神社　北前船により繁栄した港町・宮越
（みやのこし・現在の金石）が描かれた巨大な絵
馬（幅約14m）があります。③ ④

「糀パーク」での糀手湯（ハンドバス）体験
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白
山
か
ら
流
れ
出
す
手
取
川
の
河
口
に
位

置
す
る
白
山
市
美
川
は
、
室
町
時
代
か
ら
全

国
有
数
の
港
町
で
し
た
。江
戸
時
代
に
は
、加

賀
藩
の
米
な
ど
を
運
ぶ
回
船
業
が
発
達
し
、

北
前
船
の
時
代
に
絶
頂
期
を
迎
え
ま
し
た
。

　

藤
塚
神
社
の
春
季
例
大
祭
「
お
か
え
り
祭

り
」で
は
、北
前
船
主
が
寄
贈
し
た
豪
華
絢
爛

な
神
輿
が
御
旅
所
に
鎮
座
し
、
北
前
船
で
各

地
へ
運
ば
れ
た「
美
川
仏
壇
」の
技
法
を
駆
使

し
た
豪
華
な
十
三
基
の
台
車
が
練
り
歩
き
ま

す
。ま
た
、
手
取
川
を
越
え
る
と
、
明
治
時
代

に
活
躍
し
た
船
主
、
二
代
目
熊
田
源
太
郎
の

約
一
万
四
千
冊
に
及
ぶ
蔵
書
を
保
存
・
公
開

し
て
い
る「
呉
竹
文
庫
」が
あ
り
、
北
前
船
主

の
財
力
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

手
取
川
扇
状
地
の
最
も
先
端
部
に
位
置
す

る
美
川
。霊
峰
白
山
を
源
と
し
た
伏
流
水
が
、

百
年
か
け
て
湧
き
出
る
場
所
で
す
。女
性
が

こ
の
水
を
飲
む
と
安
産
・
子
宝
に
恵
ま
れ
る

と
古
く
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。そ

の
美
川
に
安
産
の
名
を
冠
す
る
安や
す

産ま
る

日
吉
神

社
が
あ
り
ま
す
。私
は
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ

テ
ィ
の
安
産
・
子
宝
に
恵
ま
れ
ま
す
よ
う
に
」

と
の
願
い
を
込
め
て
参
拝
し
た
こ
と
を
お
伝

え
し
ま
す
。

石
川
県白

山
市

ま
ず
は
仕
事
で
安
産

私
の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ビ
テ
ィ
が

安
産
・
子
宝
に
恵
ま
れ
ま
す
よ
う
に

Hakusan-shi

③

①

④

②

①やすまるごはん cafe　安産日吉神社の境内に位
置する、心が休まるごはんカフェ。安産祈願お守り
の委託授与も可能です。カフェからすぐ近くの珍し
い子連れ狛犬は、触れることで安産のご利益があり
ます。
②藤塚神社　北前船主の信仰を集めた神社。「おか
えり祭り」は、男の神様（藤塚神社）が女の神様（安
産日吉神社）を訪れるお祭りとも言われています。
③ふぐたま　北前船で運ばれた食材をもとに加工し
た奇跡の発酵食品「ふぐの卵巣の糠漬」を現代の食
生活に合わせてアレンジしました。パスタにもよく
合います。
④白山美川伏流水群　霊峰白山の伏流水が美川地区
の至る所で湧き出ています。この伏流水は安産・子
宝にご利益のある霊水として伝えられてきました。
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歌
舞
伎「
勧
進
帳
」で
知
ら
れ
る
安あ

た
か宅

の
関

は
、
古
代
よ
り
日
本
海
側
の
海
上
交
通
の
要

で
し
た
。北
前
船
に
よ
り
全
国
か
ら
安
宅
に

運
ば
れ
た
商
品
は
、
安
宅
湊
と
内
陸
部
を
繋

ぐ
梯
か
け
は
し
が
わ川

や
前
川
、串
川
を
経
由
し
て
、加
賀
三

湖
で
あ
る
今
江
潟
、木
場
潟
、柴
山
潟
を
結
ぶ

船
に
よ
り
、
当
時
の
小
松
町
な
ど
南
加
賀
に

広
く
流
通
し
ま
し
た
。移
出
品
と
し
て
は
、江

戸
時
代
に
は
米
、畳
表
、茣ご

ざ蓙
、煎
茶
な
ど
が
、

明
治
時
代
に
は
そ
の
他
に
九
谷
焼
、
石
材
、

銅
、瓦
、羽
二
重
、小
麦
な
ど
が
安
宅
か
ら
日

本
各
地
へ
と
送
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
前
船
主
だ
っ
た
瀬
戸
家
は
、
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
廻
船
業
を
営
み
、神
力
丸
、勢

正
丸
、
長
久
丸
な
ど
６
隻
の
渡
海
船
を
所
有

し
、
北
海
道
を
中
心
に
取
引
を
行
っ
て
い
ま

し
た
。婚
礼
の
際
に
は
、嫁
入
道
具
の
列
が
小

松
の
町
を
練
り
歩
き
、
豪
華
な
家
財
道
具
な

ど
が
披
露
さ
れ
た
そ
う
で
す
。き
ら
び
や
か

な
花
嫁
衣
装
の
数
々
、
手
の
込
ん
だ
か
ん
ざ

し
や
手
鏡
な
ど
、
北
前
船
時
代
の
モ
ー
ド
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
瀬
戸
家
は
、
さ
な
が

ら
「
北
前
船
モ
ー
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」。細
部

に
も
随
所
に
凝
っ
た
造
形
を
見
る
こ
と
が
で

き
て
興
味
が
尽
き
ま
せ
ん
。

石
川
県小

松
市

Komatsu-shi

女
子
的
北
前
船
モ
ー
ド

マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
見
つ
け
て
い
た
ら

爆
買
い
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

③

①

④

②

①安宅住吉神社　奥州平泉へと逃れる途中の源義
経（牛若丸）と武蔵坊弁慶が安宅の関で関守の富
樫に疑われながらも難を逃れたとの伝承から、難
関突破に霊験あらたかとされています。
②農口尚彦研究所　現代の名工で知られる、農口
尚彦杜氏の「匠の技術・精神・生き様」を次世代
に継承することをコンセプトとして設立された新
しいスタイルの酒蔵です。
③瀬々らぎの森の温泉カフェ La petite Porte
深い緑と川音に安らぐ田舎町の一軒家カフェで、
ゆるりと一日過ごせば「心の中の小さな扉」が解
放されていくのを感じられるはずです。
④洋菓子屋「YU SWEETS」　新進気鋭のパティ
シエが作る、甘さはそのままで糖質を約四分の一
にカットした「糖質制限チョコバー」が人気です。
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福
井
県坂

井
市

　

三
国
湊
の
町
並
み
は
、
北
前
船
の
寄
港
地

と
し
て
栄
え
た
江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
で
、

古
い
湊
町
な
ら
で
は
の
風
情
が
色
濃
く
漂
っ

て
い
ま
す
。九
頭
竜
川
沿
い
に
は
、
北
前
船

を
所
有
す
る
廻
船
問
屋
を
は
じ
め
、
町
家
、

商
家
、土
蔵
、旧
遊
郭
な
ど
が
軒
を
並
べ
、町

は
大
き
く
発
展
し
ま
し
た
。格
子
戸
が
連
な

る
町
家
、
豪
商
の
面
影
が
残
る
歴
史
的
建
造

物
な
ど
、
情
緒
あ
る
町
並
み
が
三
国
湊
に
は

残
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、こ
の
湊
は
エ
ッ
セ
ル

技
師
に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
土
木
技
術
を
日

本
海
域
に
は
じ
め
て
導
入
し
た
こ
と
で
も
有

名
で
す
。

　

詩
人
の
三
好
達
治
の
結
婚
生
活
を
題
材
に

し
た
小
説『
天
上
の
花
』に
は
、
三
国
の
人
々

の
気
質
が
丹
念
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、

三
国
は
詩
人
、
高
見
順
の
生
ま
れ
故
郷
で
も

あ
り
ま
す
。か
つ
て
芸
妓
の
置
屋
で
あ
っ
た

「
魚う
お
し
ろ
う

志
楼
」は
、
明
治
初
期
開
業
の
料
理
茶
屋

で
す
。一
度
座
る
と
離
れ
が
た
い
味
わ
い
の

あ
る
カ
ウ
ン
タ
ー
、
奥
座
敷
へ
つ
な
が
る
廊

下
と
中
庭
。そ
し
て
『
天
上
の
花
』
さ
な
が
ら

の
仄
か
な
艶
っ
ぽ
い
空
気
。「
魚
志
楼
」は
、旅

人
が「
詩
」的
な
気
分
に
浸
れ
る
舞
台
の
よ
う

な
場
所
で
す
。

Sakai-shi

③

①

④

②

①みくに龍翔館　明治時代に三国湊の丘の上に
建っていた五層八角の龍翔小学校の外観を模した
博物館です。北前船に関する歴史資料を中心に、
自然・文学・芸術に至るまで三国のすべてがわか
りやすく展示されています。
②三国湊の町並み　情緒ある格子戸が連なる町
家、豪商の面影が残る商家など、古い町並みの中
に往時の賑わいを感じ取ることができます。
③みくに園三國湊店　江戸時代後期のかぐら建
ての町家をリノベーションした盆栽の発信拠点。
子どもから大人まで気軽に楽しめる盆栽ワーク
ショップも開催しています。
④ IWABA CAFE　東尋坊の先端に最も近い場
所にあります。運が良ければ「神の席」で絶景を。

北
前
船
文
化
論

暖
簾
を
く
ぐ
る
と
人
に
戻
る

達
治
も
順
も
、
エ
ッ
セ
ル
さ
ん
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
。
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古
来
よ
り
、富
の
集
ま
る
町
だ
っ
た
敦
賀
。

海
外
に
対
す
る
朝
廷
の
窓
口
で
あ
り
、
中
国

船
が
交
易
品
を
満
載
し
て
訪
れ
ま
し
た
。芥

川
龍
之
介
の
有
名
な
小
説「
芋
粥
」の
舞
台
は

こ
こ
敦
賀
。江
戸
時
代
に
な
る
と
、北
陸
や
東

北
の
物
資
を
都
に
輸
送
す
る
中
継
港
と
し
て

大
い
に
繁
栄
し
ま
し
た
。そ
の
後
、西
回
り
航

路
が
整
備
す
る
と
蝦
夷
地（
北
海
道
）と
の
交

易
品
が
急
増
。特
に
ニ
シ
ン
は
輸
送
量
が
増

え
て
い
き
ま
し
た
。

　

北
陸
道
の
総
鎮
守
で
あ
る
氣
比
神
宮
。関

東
総
鎮
守
が
箱
根
神
社
と
聞
け
ば
、「
北
陸
の

気
比
」の
偉
大
さ
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。高
さ

11m

の
大
鳥
居
は
春
日
大
社
（
奈
良
）、
厳
島

神
社（
広
島
）と
並
ぶ
日
本
三
大
木
造
大
鳥
居

の
ひ
と
つ
。7
柱
の
ご
祭
神
を
ま
つ
り
、開
運

や
長
寿
、
食
な
ど
様
々
な
ご
利
益
が
あ
る
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
も
有
名
で
す
。松
尾

芭
蕉
も「
奥
の
細
道
」の
旅
の
途
中
で
立
ち
寄

り
、
句
を
詠
み
ま
し
た
。参
拝
の
際
は
、
恋
み

く
じ
も
お
忘
れ
な
く
。お
み
く
じ
を
引
い
た

ら
、
外
拝
殿
に
鎮
座
ま
し
ま
す
縁
結
び
桜
に

願
い
を
込
め
て
そ
っ
と
結
び
ま
し
ょ
う
。そ

し
て
、桜
が
開
花
す
る
頃
に
は
、恋
の
ひ
と
花

を
咲
か
せ
ま
し
ょ
う
。

①敦賀赤レンガ倉庫　1905年、外国人技師の設
計により建築された港町敦賀を象徴する建築物の
ひとつ。鉄道と港のジオラマ館、レストランも併
設。

②キトテノワ「丁寧な暮らしと食」をテーマに、
野菜と発酵食にこだわったカフェ。苺とブリュレ
のパフェ、ワッフルなどのスイーツも。

③旧大和田銀行本店　昭和２年に北前船主 大和
田荘七によって建てられた洋風建築。室内には大
理石をふんだんに使い、北陸初のエレベーターも
設置。現在は敦賀市立博物館として公開されてい
ます。

④ liir　敦賀市のガラス作家・森谷和輝さんによ
るアクセサリーやカトラリーは。その美しい気泡
や厚みのコントラストに目を奪われます。③

①

④

②

パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
氣
比
神
宮

引
い
た
恋
み
く
じ
は
、「
縁
結
び
桜
」
に
結
い
ま
し
ょ
う
。

春
に
な
っ
た
ら
、
恋
の
ひ
と
花
、
咲
か
せ
ま
し
ょ
う
。

福
井
県敦

賀
市

Tsuruga-shi
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日
本
海
側
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
若
狭

小
浜
は
天
然
の
良
港
で
、御み
け
つ
く
に

食
国
と
呼
ば
れ
、

古
来
よ
り
皇
室
・
朝
廷
に
海
水
産
物
を
中
心

と
し
た
御み
け
り
ょ
う

食
料
を
納
め
て
い
ま
し
た
。そ
の

道
は
い
つ
し
か「
鯖
街
道
」と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
海
と
都
を
つ
な
ぐ
最
大
の
物
流
量

を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。古
く
か
ら
日
本
を
代

表
す
る
船
持
商
人
が
い
た
小
浜
で
す
が
、
北

前
船
の
時
代
も
そ
の
歴
史
を
引
き
継
ぎ
ま

す
。古
河
屋
嘉
太
夫
は
丹
波
茶
を
新
潟
、秋
田

方
面
に
売
り
、
帰
り
に
積
ん
だ
米
や
海
産
物

を
瀬
戸
内
、
大
阪
で
販
売
し
て
豪
商
に
の
し

上
が
り
ま
し
た
。男
山
区
の
八
幡
神
社
に
は

嘉
太
夫
が
寄
進
し
た
銅
製
の
灯
籠
が
今
も
あ

り
ま
す
。

　

細
や
か
な
模
様
の
風
合
い
が
魅
力
の
「
若

狭
和
紙
」。き
れ
い
な
水
と
精
選
さ
れ
た
コ
ウ

ゾ
や
ミ
ツ
マ
タ
か
ら
生
ま
れ
る
こ
の
手
漉
き

和
紙
は
、
約
１
２
０
０
年
前
に
こ
の
地
に
伝

え
ら
れ
、小
浜
藩
主
・
酒
井
忠
勝
の
治
世
に
製

造
が
盛
ん
に
な
り
、現
代
に
続
い
て
い
ま
す
。

御
食
国
若
狭
お
ば
ま
食
文
化
館
2
階
に
あ
る

若
狭
工
房
で
は
若
狭
和
紙
の
ほ
か
、若
狭
塗
、

若
狭
め
の
う
細
工
、若
狭
箸
な
ど
、小
浜
の
伝

統
工
芸
を
体
験
・
購
入
で
き
ま
す
。

福
井
県小

浜
市

Obawva-shi

若
狭
の
器
量
好
し

小
浜
の
名
水
と
丁
寧
な
仕
事
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

気
立
て
良
し
、
見
映
え
良
し
、
手
触
り
良
し
。

③

①

④

②

①こころ　伝統建造物保存地区の町家をリノベー
ション、石窯で本格的なフランスパンを提供して
います。陳列棚には先代が使用していた和菓子の
木型があしらわれ、パンの香りを引き立てます。
②西組の町並み　小浜にはたくさんの町家、寺、
土蔵が残っています。京都や金沢とは趣の違う若
狭地方ならではの、はんなり町歩きが味わえます。
③くずまんじゅう・伊勢屋　江戸時代の天保元年
よりつづく御菓子処。湧き出る地下水に浮かぶ、
くずまんじゅうは小浜の夏の風物詩です。一人で
10個も召し上がる強者もいらっしゃるとか。
④山川登美子記念館　明治時代の詩歌誌「明星」
を代表する歌人、山川登美子の記念館。歌の師で
ある与謝野鉄幹と歌友である鳳（与謝野）晶子は、
互いに恋心を抱くことになります。
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京
都
府宮

津
市

　
城
下
町
宮
津
は
、
丹
後
ち
り
め
ん
や
海
産

物
、醸
造
産
業
に
支
え
ら
れ
繁
栄
し
ま
し
た
。

日
本
海
を
西
へ
東
へ
走
る
北
前
船
の
港
町
と

し
て
産
物
を
商
う
廻
船
問
屋
に
は
い
く
つ
も

の
大
き
な
蔵
が
建
ち
並
び
、「
二
度
と
行
こ
ま

い
丹
後
の
宮
津
　
縞
の
財
布
が
空
と
な
る
　

丹
後
の
宮
津
で
ピ
ン
と
だ
し
た
」
と
宮
津
節

に
唄
わ
れ
て
全
国
に
伝
わ
っ
た
花
街
・
新
浜

が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、日
本
三
景
の
一
つ
で

あ
る「
天
橋
立
」を
一
目
見
よ
う
と
集
ま
る
旅

人
が
泊
ま
る
多
く
の
旅
籠
な
ど
、 

日
本
海
側

有
数
の
港
町
と
し
て
全
国
津
々
浦
々
に
知
ら

れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。 

　
天
橋
立
旅
行
の
想
い
出
に
な
る
よ
う
に
、

と
考
案
さ
れ
た
「
竹
中
罐
詰
の
オ
イ
ル
サ
ー

デ
ィ
ン
」。天
橋
立
を
プ
リ
ン
ト
し
た
缶
詰
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
旅
情
を
そ
そ
ら
れ
ま
す
。そ

し
て
缶
の
ふ
た
を
開
け
る
と
オ
イ
ル
（
綿
実

油
）
の
中
で
き
ら
き
ら
と
光
る
、
か
た
ち
の

整
っ
た
い
わ
し
た
ち
が
、
隙
間
な
く
美
し
く

並
ん
で
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
、地
元
の

女
性
従
業
員
さ
ん
た
ち
が
、
手
作
業
で
加
工

を
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。添
え
ら
れ
た
一

切
れ
の
月
桂
樹
の
葉
か
ら
も
、
女
性
な
ら
で

は
の
心
づ
か
い
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

Miyazu-shi

③

①

④

②

パ
ッ
カ
ー
ン
し
て「
天
橋
立
」

美
味
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
生
き
残
る
に
は
た
い
へ
ん
な
ん
で
す
。

①ぶどう畑のマルシェ＆レストラン（天橋立ワイ
ナリー）　天橋立を目の前に望むぶどう畑にてワ
イン用ブドウの栽培と醸造を行っている天橋立ワ
イナリー。マルシェ＆レストランでは丹後の新鮮
な食材をランチバイキングで提供しています。
②元伊勢籠（この）神社　伊勢神宮に祀られる天
照大神、豊受大神がこの地から伊勢に移されたと
いう故事から元伊勢と呼ばれる古社。
③旧三上家住宅　江戸時代に酒造業・廻船業・糸
問屋等を営む商家「元結屋（もっといや）三上家」
の旧住宅。外観は美しい白壁で、座敷等は非常に
質の高い贅を尽くした造りです。
④由良川橋梁　長さ552メートル。海の上を走っ
ているかのような鉄道橋を、水戸岡鋭治氏デザイン
の「あかまつ」、「あおまつ」、「くろまつ」が走ります。
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賀か

露ろ

は
鳥
取
平
野
の
中
央
部
を
南
北
に
流

れ
る
千
代
川
と
、
湖
山
池
か
ら
流
れ
出
る
湖

山
川
が
合
流
し
、
日
本
海
に
注
ぐ
河
口
に
位

置
す
る
港
町
で
す
。古
く
か
ら
日
本
海
と
国

府
・
鳥
取
城
を
結
ぶ
海
上
交
通
の
要
地
と
し

て
重
要
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。賀
露
神
社
の

石
灯
籠
に
は
、
近
江
屋
、
木
屋
、
見
世
屋
、
濱

屋
、秋
里
屋
、塩
屋
、油
屋
、居
組
屋
、雲
津
屋
、

網
師
屋
と
い
っ
た
屋
号
を
持
つ
賀
露
を
拠
点

と
し
て
活
動
す
る
17
人
の
廻
船
商
人
の
名
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
賀
露
か
ら
西
の「
白
兎
神
社
」は
、
日
本
最

古
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー「
因
幡
の
白
う
さ
ぎ
」

ゆ
か
り
の
地
。ワ
ニ
サ
メ
を
騙
し
て
皮
を
剥

が
れ
た
白
う
さ
ぎ
が
大
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

国
主
命
に
助
け
ら
れ

た
の
を
き
っ
か
け
に
、
絶
世
の
美
女
八
神
姫

と
の
縁
を
取
り
持
っ
た
こ
と
か
ら
縁
結
び
に

ご
利
益
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の

よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
、
境
内
や
白
兎
海

岸
一
帯
は「
恋
人
の
聖
地
」に
認
定
さ
れ
ま
し

た
。境
内
に
は
可
愛
い
う
さ
ぎ
た
ち
の
像
が

目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。恋
人
の
聖
地

で
、
愛
を
誓
う
な
ら「
白
兎
起き
し
ょ
う
も
ん

請
文
」で
兎
の

神
に
誓
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。約
束
事
を
書
い

て
、白
兎
神
社
へ
納
め
ま
す
。

鳥
取
県鳥

取
市

Tottori-shi

ぽ
っ
ち
ゃ
り
系
の
私
で
す
が

日
本
最
古
の
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
生
ま
れ
で
す
か
ら

仕
事
は
で
き
る
方
だ
と
思
い
ま
す
。

③

①

④

②

①賀露神社　北前船船主が集住した賀露に鎮座す
る神社。尾道石工の御神灯や船絵馬・船模型、 錨
などが奉納されています。
②青谷和紙　1200 年を超える歴史をもつ因州和
紙。デザイナーとのコラボレーションによって、
優しい照明プロダクトになりました。
③④鳥取民藝美術館　柳宗悦に影響を受けた吉田
璋也が生み出した民藝品を展示する美術館。過去
には交友のあったイギリス人陶芸家バーナード・
リーチの作品の展覧会も開催されています。柳宗
悦をはじめ民藝運動に興味のある方には必見の場
所です。また美術館の隣は工芸品を購入できる「た
くみ工芸店」、その器で鳥取の美味しいものを味
わえる「たくみ割烹」が、軒を連ねています。
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島
根
県浜

田
市

　

浜
田
市
に
は
、外
ノ
浦
・
瀬
戸
ヶ
島
・
長
浜

の
三
つ
の
港
が
あ
り
、
中
で
も
外
ノ
浦
は
北

前
船
の
西
廻
り
航
路
の
風
待
ち
港
お
よ
び
瀬

戸
内
方
面
へ
の
中
継
点
と
し
て
栄
え
た
浜
田

藩
最
大
の
貿
易
港
で
し
た
。外
ノ
浦
の
特
徴

は
、山
に
抱
か
れ
た
わ
ず
か
な
平
地
に
、廻
船

問
屋
を
は
じ
め
と
し
た
小
規
模
な
集
落
が
形

成
さ
れ
て
い
た
点
で
す
。そ
し
て
江
戸
時
代

か
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、
深
く
入
り
込
ん

だ
湾
の
風
景
が
、
寄
港
地
の
面
影
を
今
で
も

色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。

　

石
見
地
方
で
目
に
す
る
赤
瓦
の
屋
根
は

「
石
せ
き
し
ゅ
う
が
わ
ら

州
瓦
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。石
州
瓦
の

釉
薬
は
「
来き
ま
ち
さ
び
い
し

待
錆
石
」。来
待
錆
石
に
は
シ
リ

カ
、
ア
ル
ミ
ナ
が
適
度
に
含
ま
れ
、
耐
火
度

が
極
め
て
高
い
た
め
1
2
0
0
℃
以
上
の
高

温
焼
成
が
可
能
な
こ
と
か
ら
、
い
て（
凍
害
）

に
強
い
こ
と
、
そ
し
て
炎
が
偶
然
に
生
み
出

し
た
「
赤
褐
色
」
の
色
合
い
が
特
徴
で
す
。

１
８
０
６
年
創
業
の
亀
谷
窯
業
で
は
、
来
待

に
こ
だ
わ
り
続
け
、
一
枚
一
枚
を
手
造
り
。

「
瓦
は
瓦
」の
伝
統
に
徹
す
る
と
と
も
に
、「
瓦

は
瓦
に
あ
ら
ず
」と
の
発
想
で
、「
石
州
瓦
」の

現
代
性
を
追
求
。観
光
列
車
「
あ
め
つ
ち
」
の

テ
ー
ブ
ル
装
飾
に
も
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

Hamada-shi

③

①

④

②

神
様
を
お
迎
え
す
る
赤

と
言
っ
て
も
石
見
国
は
神
様
だ
ら
け
。

常
に
赤
く
染
め
て
、
非
日
常
が
日
常
の
國
で
す
。

①外ノ浦の町並み　深い入り江に沿って船主集落
が展開する北前船の風待ち港。北前船との売買や
水補給などが行われました。
②日和山　「方角石（日和山）」へは中国自然歩道
が整備されており、深く入り込む湾の姿や男たち
が活躍した日本海を眺望することができます。
③浜田市世界こども美術館　「日本海に漂う創造
と美の船」が設計コンセプト。果てしない想像と
いう海を、こどもたちは荒波を越えた北前船さな
がら、この船に乗って冒険に出ます。
④のどぐろあぶり丼　すっかり高級魚となったの
どぐろの美味しさは脂にあります。炙ることで食
べやすく絶妙の美味しさの「のどぐろあぶり丼」
は、浜田漁港内にある「めし処ぐっさん」にて。
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住吉神社の常夜燈（尾道市）

　

北
海
道
で
、
肥
料
と
な
る
ニ
シ
ン
粕

や
、
食
品
の
昆
布
を
満
載
し
た
北
前
船

は
、
瀬
戸
内
海
各
地
で
荷
物
を
売
り
払

い
な
が
ら「
天
下
の
台
所
」大
坂
を
目
指

し
ま
し
た
。ど
ん
な
に
大
量
の
荷
物
で

も
、売
れ
残
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。早

く
か
ら
綿
花
、
藍
な
ど
の
換
金
作
物
の

栽
培
が
広
ま
っ
た
瀬
戸
内
で
は
、
北
前

船
が
も
た
ら
す
肥
料
が
い
く
ら
で
も
必

要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
し
て
昆
布
も
、
西
日
本
の
食
生
活

に
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
し
、
大
坂
で
荷
揚

げ
し
た
後
、
幕
府
会
所
の
手
を
経
て
長

崎
へ
運
ば
れ
、
中
国
へ
輸
出
さ
れ
る
重

要
な
商
品
で
し
た
。

　

ニ
シ
ン
粕
は
、
瀬
戸
内
海
の
寄
港
地

で
は
争
っ
て
買
い
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

巨
大
市
場
だ
っ
た
瀬
戸
内
海

そ
の
た
め
に
回
船
問
屋
で
は
、
秋
に
な

る
と
か
な
り
遠
く
ま
で
迎
え
の
船
を
出

し
て
自
分
の
店
に
呼
び
込
み
ま
し
た
。

下
津
井（
岡
山
県
倉
敷
市
）で
は
、
争
奪

戦
が
過
熱
し
な
い
よ
う
問
屋
が
協
定
を

結
び
、も
し
も
争
い
が
起
き
れ
ば
、仲
裁

す
る
制
度
を
設
け
た
ほ
ど
で
す
。

　

最
初
は
無
人
の
浜
だ
っ
た
広
島
県
呉

市
の
御
手
洗
は
、
風
待
ち
の
北
前
船
が

集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
発
展

し
た
港
で
す
。広
島
藩
が
港
湾
を
整
備

し
、「
西
国
無
双
の
港
」と
言
わ
れ
る
ま

で
に
な
り
ま
し
た
。

　

千
石
船
の「
一
航
海
で
利
益
千
両
」と

い
う
北
前
船
の
商
い
は
、
瀬
戸
内
海
全

体
が
巨
大
市
場
だ
っ
た
か
ら
成
り
立
っ

た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

広島県尾道市広島県呉市 広島県竹原市 香川県多度津町

兵庫県洲本市兵庫県高砂市兵庫県姫路市

兵庫県たつの市兵庫県赤穂市岡山県備前市岡山県倉敷市

大阪府大阪市

兵庫県神戸市

広
島
県
呉
市
　
広
島
県
竹
原
市
　
広
島
県
尾
道
市
　
香
川
県
多
度
津
町
　

岡
山
県
倉
敷
市
　
岡
山
県
備
前
市
　
兵
庫
県
赤
穂
市
　
兵
庫
県
た
つ
の
市
　

兵
庫
県
姫
路
市
　
兵
庫
県
高
砂
市
　
兵
庫
県
洲
本
市
　
兵
庫
県
神
戸
市
　

大
阪
府
大
阪
市
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御
手
洗
は
呉
市
の
東
、
瀬
戸
内
海
の
ほ
ぼ

中
ほ
ど
の
大
崎
下
島
に
位
置
す
る
港
町
で

す
。呉
市
の
中
心
か
ら
御
手
洗
ま
で
は
途
中

に
３
つ
の
島
が
あ
り
ま
す
が
、
す
べ
て
橋
で

繋
が
れ
て
い
る
の
で
、
瀬
戸
内
海
の
美
し
さ

を
堪
能
で
き
る
移
動
時
間
と
な
る
は
ず
で

す
。御
手
洗
は
江
戸
時
代
に
入
り
、
潮
待
ち
・

風
待
ち
の
良
港
と
し
て
知
ら
れ
る
と
、
寄
港

す
る
船
が
増
え
、急
速
に
発
展
。商
家
、茶
屋
、

船
宿
な
ど
が
建
ち
並
び
賑
わ
い
ま
し
た
。そ

の
町
並
み
は
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

歴
史
的
町
並
み
を
構
成
す
る
建
造
物
の
ひ

と
つ「
船
宿
カ
フ
ェ
若
長
」。大
洲
藩
・
宇
和
島

藩
指
定
の
船
宿
を
改
装
し
た
古
民
家
カ
フ
ェ

で
す
。か
つ
て
藩
の
御
用
船
が
入
港
す
れ
ば
、

船
員
を
泊
め
て
飲
食
な
ど
の
世
話
を
一
手
に

引
き
受
け
た
歴
史
あ
る
船
宿
。そ
の
２
階
の

間
か
ら
望
む
穏
や
か
な
海
と
す
ぐ
目
の
前
の

島
々
は
、
藩
指
定
の
船
宿
で
あ
っ
た
だ
け
に

最
高
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
、
特
等
席
に
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。瀬
戸
内
海
の
美
し
い
多
島

美
を
眺
め
な
が
ら
、
地
元
の
特
産
物
を
使
っ

た
ご
当
地
ス
イ
ー
ツ
や
ラ
ン
チ
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

広
島
県呉

市

Kure-shi

①御手洗の町並み　北前船など多くの船が寄港し
た、潮待ち・風待ち港としての特徴を色濃く残す
町並み。
②御手洗昭和館　昭和のレトロデザインのおも
ちゃやパッケージが展示されたミュージアム。そ
の圧巻のコレクションに老若男女が目を奪われる
こと間違いなし。

③薩摩藩船宿跡脇屋　薩摩藩指定の船宿を改装し
た建物には、広島の作家の作品や古道具が立ち並
び、御手洗に受け継がれているデザインの魅力を
発信しています。
④ネロリの島 Labo　御手洗からほど近い小長
（おちょう）港の２階にある、地元の柑橘類をい
かしたアロマの蒸留室。ブックカフェを併設して
います。

潮
待
ち
、
風
待
ち
、

”

凪
”
で
有
名
な
瀬
戸
内
海
で
す
か
ら

時
間
は
た
っ
ぷ
り
。
そ
こ
も
稼
ぎ
ど
こ
ろ
で
す
。

③

①

④

②
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広
島
県竹

原
市

　

竹
原
市
に
は
、
竹
原
と
忠
海
の
２
つ
の
北

前
船
寄
港
地
が
あ
り
ま
す
。竹
原
で
は
江
戸

時
代
初
期
か
ら
入
浜
式
塩
田
に
よ
る
製
塩
業

が
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。ま
た
、寛
政
７
年

（
１
７
９
５
）に
津
村
淙そ
う

庵あ
ん

が
著
し
た
随
筆
集

『
譚た
ん

海か
い

』の
中
で
、「
北
廻
り
の
船
は
、
安
芸
の

竹
原
に
船
を
寄
せ
て
塩
を
買
い
、
北
国
で
販

売
す
る
の
が
、い
つ
も
の
こ
と
だ
」と
評
さ
れ

る
ほ
ど
、
北
前
船
と
の
塩
の
取
引
で
栄
え
ま

し
た
。当
時
の
繁
栄
の
趣
を
留
め
る
国
重
要

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
は
、
現
在
、

多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。竹
原
の

東
に
位
置
す
る
忠
海
に
は
、
大
型
の
北
前
船

が
寄
港
し
、
周
辺
の
村
々
か
ら
集
め
ら
れ
た

様
々
な
物
資
を
取
引
し
ま
し
た
。「
御
客
帳
」

や
常
夜
灯
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

浜
旦
那
と
呼
ば
れ
る
竹
原
塩
田
の
経
営
者

は
、
塩
を
煮
詰
め
る
釜
の
中
で
食
材
を
蒸
し

焼
き
に
し
た「
浜
焼
」で
訪
れ
る
人
々
を
も
て

な
し
ま
し
た
。こ
の
「
浜
焼
」
を
ア
レ
ン
ジ
し

た
竹
原
の
ご
当
地
グ
ル
メ
が
「
魚ぎ
ょ

飯は
ん

」
で
す
。

焼
い
た
白
身
魚
の
身
を
ほ
ぐ
し
、エ
ビ
、タ
ケ

ノ
コ
、
錦
糸
卵
、
旬
の
野
菜
な
ど
の
具
と
共

に
、ご
飯
の
上
に
盛
り
付
け
、そ
の
上
か
ら
だ

し
汁
を
か
け
て
食
し
ま
す
。

Takehara-shi

③

②

④

浜
旦
那
の
お
も
て
な
し

海
と
竹
原
の
産
す
る
塩
が
生
ん
だ
ご
当
地
グ
ル
メ
。

ぶ
ち
う
ま
い
「
魚
飯
」。

①大久野島　太平洋戦争期には毒ガス製造のため、「地
図から消された島」だった大久野島。現在は、野生の
ウサギ 900羽が、多くの観光客に癒しを与える「ウ
サギの楽園」となっています。
②竹原の日本酒　「安芸の小灘」と呼ばれた竹原には、
最盛期には造り酒屋が26軒もありました。現在は３
軒の蔵元が純米酒にこだわった日本酒を造り続けてお
り、竹原の食を彩ります。
③旧森川家住宅　塩田１番浜に建つ旧森川家住宅は大
正期に建てられた大豪邸。特に庭園と座敷が５間続く
大広間は見応え抜群です。
④たけはら竹灯り～憧憬の路～　保存地区では、10月の
最終週の週末に、ロウソクを入れた竹灯籠で町並みをラ
イトアップする「たけはら竹灯り～憧憬の路～」を開催
しており、３万人を超える観光客でにぎわいます。

①
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広
島
県尾

道
市

　

そ
の
停
泊
し
や
す
い
地
形
か
ら
、
中
世
よ

り
瀬
戸
内
海
最
大
級
の
港
町
と
し
て
発
展
し

た
尾
道
。室
町
時
代
以
降
は
日
本
最
大
の
海

賊「
村
上
海
賊
」が
近
く
の
芸
予
諸
島
に
現
れ

ま
し
た
。彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
金
品
を
奪
う
よ

う
な
海
賊
で
は
な
く
、
通
行
料
と
引
き
換
え

に
水
先
案
内
や
海
上
警
護
を
請
け
負
い
ま
し

た
。江
戸
中
期
に
は
寄
港
す
る
船
が
さ
ら
に

増
え
、石
細
工
や
塩
、鉄か
な
い
か
り碇な

ど
が
尾
道
か
ら

各
地
へ
と
積
み
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。な
か

で
も
良
質
な
花
崗
岩
の
石
細
工
は
、
北
前
船

に
よ
っ
て
日
本
海
側
へ
と
多
く
運
ば
れ
て
行

き
ま
し
た
。

　

生い
く
ち
じ
ま

口
島
の
中
心
地
、瀬
戸
田
に
あ
る「
自
転

車
カ
フ
ェ
＆
バ
ー 

汐
待
亭
」は
、
元
郵
便
局

長
の
旧
家
で
あ
る
貴
重
な
建
築
物
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
す
。「
瀬
戸
内
し
ま
な

み
海
道
」
を
行
く
サ
イ
ク
リ
ス
ト
に
と
っ
て

瀬
戸
田
は
距
離
的
に
ち
ょ
う
ど
良
い
休
憩
ポ

イ
ン
ト
。柑
橘
類
の
メ
ッ
カ
と
し
て
地
場
産

レ
モ
ン
や
み
か
ん
の
メ
ニ
ュ
ー
で
、
ツ
ー
リ

ン
グ
の
疲
労
回
復
に
一
役
買
い
ま
す
。当
時

の
調
度
品
や
中
庭
を
眺
め
つ
つ
、「
風
が
お
さ

ま
る
ま
で
」
と
つ
い
長
居
し
て
し
ま
い
そ
う

な
居
心
地
。潮
待
ち
な
ら
ぬ
、風
待
ち
で
す
。

Onomichi-shi

①港町尾道の町並み　市街地には多くのお寺をは
じめ、風情ある建物や迷い込むのも楽しい小径が
多くあり、ゆっくりとした散策がおすすめです。
②工房おのみち帆布　かつて尾道で多くつくられ
た帆布が、現代の暮らしに合わせたデザインと
なって生活を彩ります。

③ ONOMICHI U2　1943年（昭和 18年）終
戦間近に建てられた海運倉庫「県営上屋（うわや）
２号」を改装した複合施設。自転車を部屋に持ち
込めるホテルのほか、レストランやバー、ベーカ
リー、サイクルショップなどが入っています。
④住吉神社の力石　北前船の船主が寄進した玉垣
や常夜燈が残る住吉神社では、荷物を担ぎ運ぶ仲
仕（なかし）たちが力比べをした石が見られます。③

①

④

②

時
を
か
け
る
な
ん
て

こ
こ
尾
道
で
は
、
タ
イ
ム
リ
ー
プ
は
日
常
茶
飯
事
。

最
近
で
は
も
っ
ぱ
ら
自
転
車
を
使
う
こ
と
が
多
い
で
す
。
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香
川
県多

度
津
町

　

多
度
津
は
元
禄
７
年（
１
６
９
４
）、
丸
亀

藩
か
ら
分
家
し
た
１
万
石
の
小
藩
で
す
が
、

巨
費
を
投
じ
て
港
を
整
備
し
、
北
前
船
も
停

泊
す
る
港
町
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。ま
た

西
国
か
ら
の
金こ
ん

毘ぴ

羅ら

参
り
の
船
で
も
大
い
に

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。特
に
砂
糖
、綿
、塩
は「
讃さ

岐ぬ
き

三さ
ん

白ぱ
く

」と
言
わ
れ
、主
要
商
品
で
し
た
。

　

司
馬
遼
太
郎
は『
菜
の
花
の
沖
』で
多
度
津

を
、「
船
舶
の
世
界
に
お
い
て
は
、
多
度
津
は

田
舎
で
は
な
い
。船
大
工
な
ど
も
む
し
ろ
兵

庫
よ
り
多
く
」と
描
い
て
い
ま
す
。

　

多
度
津
町
立
資
料
館
に
は
、
全
国
で
３
番

目
に
古
い
18
世
紀
中
期
の
弁
才
船
の
模
型
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。瀬
戸
内
海
で
誕
生
し

た
弁
才
船
は
帆
走
性
能
が
よ
く
、
北
前
船
の

時
代
に
は
、
他
の
地
域
の
船
型
は
姿
を
消
し

ま
し
た
。多
度
津
の
船
模
型
は
、弁
才
船
初
期

の
ス
マ
ー
ト
な
形
を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

合
田
邸
は
多
度
津
の
廻
船
問
屋「
合
田
家
」

の
邸
宅
。敷
地
内
に
は
レ
ン
ガ
式
倉
庫
や
ス

テ
ン
ド
グ
ラ
ス
な
ど
当
時
の
ト
レ
ン
ド
を
感

じ
る
和
洋
折
衷
の
建
築
が
多
く
見
ら
れ
ま

す
。合
田
家
を
は
じ
め
、北
前
船
で
財
を
成
し

た
廻
船
問
屋
は
「
多
度
津
七
福
神
」
と
呼
ば

れ
、四
国
の
近
代
化
に
貢
献
し
ま
し
た
。

Tadotsu-chou

① ②

七
福
神
の
お
宅
訪
問

当
時
の
ト
レ
ン
ド
建
築
が
集
ま
る
合
田
邸
は
、

ま
る
で
北
前
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。

①蒼のダイヤ　国際オリーブオイルコンテストで
金賞を受賞した多度津生まれのオリーブオイル。
瀬戸内の島々を望む畑で栽培されたオリーブは香
りが立ち、他の追随を許さないクオリティです。
②藝術喫茶 清水温泉　多度津の街並みでひとき
わ目を引く元銭湯のカフェ。カラフルなアート
や、絶品の高瀬茶かき氷「ニノ宮金時（きんとき）」
など、五感で多度津を味わうことができます。
③白鬚神社　海上守護神として様々な地域の人々
の信仰を集めた神社。
④お惣菜処てつや　金毘羅街道沿いの古民家が、
お惣菜処になりました。美味しいお惣菜とかわい
い小物たちが出迎えます。③ ④
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倉
敷
市
に
は
瀬
戸
内
海
を
望
む
児
島
半
島

の
先
端
に
、
岡
山
藩
の
外
港
と
し
て
栄
え
た

下
津
井
、
大
規
模
な
干
拓
に
よ
っ
て
綿
花
栽

培
と
積
み
出
し
で
栄
え
た
玉
島
、そ
し
て
、塩

田
か
ら
生
ま
れ
る
塩
を
生
産
し
積
み
出
し
た

児
島
の
３
つ
の
港
が
あ
り
ま
す
。下
津
井
、玉

島
で
は
綿
の
栽
培
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
そ
の

た
め
北
前
船
が
運
ぶ
肥
料
と
な
る
ニ
シ
ン
粕

が
必
要
で
し
た
。玉
島
は
綿
と
ニ
シ
ン
粕
の

取
引
地
と
し
て
、
下
津
井
で
は
帰
り
荷
と
し

て
綿
の
ほ
か
に
児
島
の
塩
が
積
み
込
ま
れ
た

そ
う
で
す
。

　

児
島
駅
の
ほ
ど
近
く
、「
児
島
ジ
ー
ン
ズ
ス

ト
リ
ー
ト
」
に
は
、
地
元
児
島
の
ジ
ー
ン
ズ

メ
ー
カ
ー
の
シ
ョ
ッ
プ
が
集
ま
っ
て
い
ま

す
。一
見
、北
前
船
と
関
係
が
な
い
よ
う
に
見

え
る
ジ
ー
ン
ズ
で
す
が
、そ
の
昔
、北
前
船
で

運
ば
れ
た
ニ
シ
ン
粕
は
綿
花
栽
培
に
使
わ
れ

ま
し
た
。そ
の
綿
花
は
製
糸
・
繊
維
技
術
を
発

展
さ
せ
、
学
生
服
な
ど
の
衣
料
品
製
造
へ
と

繋
が
り
ま
す
。戦
後
に
は
初
の
国
産
ジ
ー
ン

ズ
を
生
み
出
し
、
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を

牽
引
す
る
ま
で
に
成
長
。北
の
海
の
ニ
シ
ン

が
現
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
繋
が
る
、
動
く

総
合
商
社「
北
前
船
」ら
し
い
物
語
で
す
。

岡
山
県倉

敷
市

Kurashiki-shi

私
だ
け
の
ブ
ル
ー

瀬
戸
内
海
の
光
と
丈
夫
な
糸
が
生
み
出
し
ま
し
た
。

世
界
に
ひ
と
つ
、私
だ
け
の
ブ
ル
ー
が
絶
対
見
つ
か
り
ま
す
。

③

①

④

②

①旧野﨑家住宅　広大な塩田による塩づくりで財
をなした「野﨑武左衛門」が建てた邸宅。塩づく
りにまつわる展示や当時の隆盛をうかがわせる建
物や調度品は必見です。
②倉敷生活デザインマーケット「林源十郎商店」 
本物の豊かさとは何かを真摯に問い、倉敷から発
信する複合施設。暮らしの本質を探求する８店舗
が入居しています。

③ FLAT　畳縁（たたみべり）の国内生産シェ
ア 35％を誇る髙田織物による畳縁とグッズの専
門ショップ。
④羽黒神社　北前船の船主が玉垣や船絵馬を奉納
した玉島の神社。境内には、幹が二重に結ばれた
形の「むすびの松」があり、縁結びのご利益があ
るとされるパワースポットです。
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岡
山
県備

前
市

　

瀬
戸
内
海
の
リ
ア
ス
式
海
岸
の
奥
に
位
置

す
る
片
上
は
延
喜
式
に
登
場
す
る
古
よ
り
の

要
港
で
す
。江
戸
時
代
に
は
西
国
街
道
の
宿

場
町
に
指
定
さ
れ
、本
陣
・
脇
本
陣
が
置
か
れ

ま
し
た
。ま
た
、
伊
部
で
焼
か
れ
た
備
前
焼

の
積
出
港
で
も
あ
り
、
全
国
各
地
へ
と
運
ば

れ
ま
し
た
。日
生
諸
島
の
沖
合
に
位
置
す
る

大
多
府
は
天
然
の
良
港
で
あ
り
、
元
禄
11
年

（
1
6
9
8
年
）
に
岡
山 

池
田
藩
に
よ
っ
て

開
か
れ
、在
番
所
・
御
用
家
・
加
子
番
所
な
ど

が
置
か
れ
ま
し
た
。潮
待
ち
・
風
待
ち
の
港
と

し
て
、
参
勤
交
代
の
御
座
船
や
大
型
廻
船
が

寄
港
し
ま
し
た
。こ
の
中
に
は
北
前
船
も
含

ま
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

備
前
焼
は
、「
日
本
六
古
窯※

」に
含
ま
れ
る

古
い
焼
き
物
で
、
伊
部
地
区
を
中
心
に
生
産

さ
れ
て
い
ま
す
。釉
薬
・
絵
付
け
を
せ
ず
に
焼

く
た
め
、
土
味
が
よ
く
表
れ
る
の
が
特
徴
で

す
。そ
の
備
前
焼
の
歴
史
を
共
有
し
て
き
た

の
が
、
天
正
7
年（
1
5
7
9
年
）か
ら
続
く

天
津
神
社
。備
前
焼
の
狛
犬
、神
門
・
随
身
門

の
備
前
焼
の
屋
根
瓦
、
備
前
焼
の
十
二
支
な

ど
、
境
内
の
い
た
る
所
に
備
前
焼
が
配
さ
れ

て
い
ま
す
。一
つ
一
つ
異
な
る
備
前
焼
が
織

り
な
す
圧
巻
の
色
彩
が
、
参
拝
者
の
創
造
力

を
刺
激
し
ま
す
。（
※「
日
本
遺
産
」に
認
定
済
み
）

北
前
ク
ラ
フ
ト
さ
ん
ぽ

歩
い
て
い
る
と
、
あ
ち
こ
ち
で
煌
め
く
赤
褐
色
。

私
に
ぴ
っ
た
り
の
赤
は
ど
っ
ち
？

Bizen-shi

③

①

④

②

①螺旋 spiral　ガラスの透明感と備前焼のプ
レートの重なりが特徴の花立て・香立て。ガラス
の透明感と陶器の温もりの表情が新たな暮らしを
提案します。

②日生諸島定期船「NORINAHALLE」　日生諸
島の鴻島、頭島、大多府島を結ぶ、水戸岡鋭治氏
デザインの定期船。洗練された空間で風光明媚な
日生諸島をお楽しみください。
③灯籠堂　大多府開港後まもなく建立され、明治
初年（1868 年）頃まで沖合をゆく船の目印とし
て燈明が入れられました。

④ゑびすや荒木旅館　安政3年（1856年）創業、
江戸初期から屋号「ゑびすや」として廻船問屋を
営んでいました。江戸後期の片上港の様子を描い
た「片上八景」が残ります。
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兵
庫
県赤

穂
市

　

瀬
戸
内
海
に
面
す
る
赤
穂
市
坂
越
は
弧

を
描
く
特
徴
的
な
地
形
の
坂
越
湾
と
、
湾
内

に
浮
か
ぶ
生
島
に
よ
っ
て
、
天
然
の
良
港
と

し
て
古
く
か
ら
栄
え
、
さ
ら
に
寛
文
年
間

（
１
６
６
１
〜
１
６
７
３
年
）に
開
か
れ
た
西

回
り
航
路
を
契
機
と
し
て
大
き
く
発
展
し
ま

し
た
。元
禄
４
年
（
１
６
９
１
年
）
の
改
帳
に

よ
る
と
坂
越
浦
に
は
大
型
回
船
31
艘
が
確
認

さ
れ
、
瀬
戸
内
有
数
の
回
船
業
地
と
な
り
ま

し
た
。赤
穂
の
塩
田
で
生
産
さ
れ
た
塩
は
坂

越
な
ど
で
北
前
船
に
積
み
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

か
つ
て
赤
穂
の
塩
を
北
前
船
で
運
ぶ
た
め

に
賑
わ
っ
た
坂
越
大
道
。市
街
地
景
観
形
成

地
区
に
指
定
さ
れ
、
都
市
景
観
大
賞
に
も
選

ば
れ
る
な
ど
、当
時
の
坂
越
の
町
並
み
を
、そ

の
空
気
ご
と
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。か

つ
て
、
銀
行
と
し
て
活
躍
し
た
建
物
を
活
用

し
た
観
光
案
内
所
「
坂
越
ま
ち
並
み
館
」。慶

長
年
間
か
ら
４
０
０
年
続
く
造
り
酒
屋
の
奥

藤
酒
造
は
、
大
名
の
本
陣
に
使
わ
れ
た
由
緒

あ
る
大
家
で
す
。ま
た
赤
穂
藩
の
茶
屋
と
し

て
の
役
割
も
あ
っ
た
「
旧
坂
越
浦
会
所
」
の

２
階
に
は
、
赤
穂
藩
主
が
立
ち
寄
っ
た
時
に

使
っ
た
藩
主
専
用
の
部
屋「
観
海
楼
」が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

Akou-shi

③

①

④

②

こ
こ
が
塩
の
道
で
す

坂
越
浦
に
続
く
大だ
い
ど
う道

、

歩
く
だ
け
で
気
持
ち
が
上
が
る
風
格
が
あ
り
ま
す
。

①大避（おおさけ）神社　秋に行われる同神社の
祭礼「坂越の船祭」は、瀬戸内三大船祭りの一つ
に数えられ、提灯に明かりを灯した十一隻の和船
が生島から還幸する様子は幻想的な美しさです。
②「忠臣蔵 純米吟醸 47（キャトルセット）」　赤穂
浪士四十七士にちなんで、精米 47％の純米吟醸
生酒。赤穂市内唯一の酒蔵「奥藤商事」にて。
③播磨の郷「はりまの塩味（しおみ）生大福」　
やわらかいお餅に、赤穂の塩味をきかせた粒あん
と生クリームを詰めた大福です。冷えたところで
召し上がると美味しさが増します。
④坂利太（さりーた）のアラゴスタ　ナポリで古く
から愛されるスイーツ、アラゴスタの専門店。
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兵
庫
県た

つ
の
市

　

深
く
湾
入
し
た
室
津
は『
播
磨
国
風
土
記
』

に「
風
を
防
ぐ
こ
と
室
の
ご
と
し
」と
評
さ
れ

た
古
代
か
ら
の
良
港
で
、
中
世
に
は
平
清
盛

も
寄
港
し
ま
し
た
。江
戸
時
代
、西
国
大
名
の

参
勤
交
代
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
大
名
が
室
津

を
利
用
し
ま
し
た
。そ
の
た
め
、
室
津
に
は 

6
軒
も
の
本
陣
が
あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、オ

ラ
ン
ダ
商
館
長
の
一
行
、朝
鮮
通
信
使
、琉
球

使
節
の
一
行
が
立
ち
寄
っ
た
国
際
港
で
し

た
。風
を
防
ぐ
岬
の
先
端
に
は
国
重
要
文
化

財
の
社
殿
が
並
ぶ
賀
茂
神
社
、
神
社
の
下
に

は
姫
路
藩
の「
湊
口
番
所
跡
」の
標
柱
が
あ
り

ま
す
。北
前
船
の
交
易
で
は
、遠
く
北
海
道
ま

で
活
発
な
廻
船
活
動
で
に
ぎ
わ
い
、
栄
え
た

港
な
の
で
す
。

　

室
津
の
港
一
帯
に
広
が
る
室
津
の
街
並
み

は
、
そ
の
細
い
道
と
路
地
が
続
く
特
徴
的
な

景
観
を
形
成
し
て
い
ま
す
。「
嶋
屋
」
や
「
魚

屋
」と
い
っ
た
豪
商
た
ち
の
邸
宅
が
並
び
、切

妻
平
入
り
本
瓦
葺
き
二
階
建
て
と
い
う
室
津

の
町
家
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。ま

た
、
室
津
は
静
か
な
海
と
美
し
さ
か
ら
多
く

の
文
豪
や
文
人
墨ぼ
っ

客か
く

の
作
品
の
舞
台
と
な
り

ま
し
た
。町
歩
き
を
し
て
い
る
と
、物
語
の
登

場
人
物
に
な
っ
た
気
分
に
浸
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

Tatsuno-shi

① ②

文
豪
た
ち
が
恋
し
た
港

井
原
西
鶴
、竹
久
夢
二
、谷
崎
潤
一
郎
、司
馬
遼
太
郎
…

多
く
の
文
豪
が
愛
し
た
、
美
し
い
街
並
み
で
す
。

①賀茂神社　平安時代より続き、創建当時からの
姿を伝える神社。当時の室津に廻船活動で集まっ
た人々の信仰を集め、大いに賑わいました。
②参籠所（さんろうしょ）　室津を訪れたシーボ
ルトもその景観を絶賛した「参籠所」。今もその
姿を伝える、ここから眺める、穏やかな播磨灘は
いつまでも眺めていたくなる美しさ。
③まるよし　室津の旬が味わえるお食事処。おす
すめは、新鮮な地魚をふんだんに使用した「特選
にぎり」。
④室津のかき　牡蠣が有名な室津。毎年 1月下
旬から開催される「室津かきまつり」は、県内外
からその味を求めてやって来る多くの人々で賑わ
います。③ ④
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兵
庫
県姫

路
市

　

姫
路
藩
の
外
港
の
一
つ
と
し
て
、
姫
路
市

の
野
田
川
河
口
に
開
け
た
飾し
か
ま
つ

磨
津
は
、『
万
葉

集
』
に
も
記
さ
れ
る
古
く
か
ら
の
海
運
の
要

衝
で
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
瀬
戸
内
海
の
往

来
船
や
北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
発
展
し
ま

し
た
。

　

飾
磨
街
道
と
浜
街
道
の
道
沿
い
に
、
往
時

の
繁
栄
を
物
語
る
回
船
問
屋
の
屋
敷
や
土
蔵

の
あ
る
街
並
み
が
続
き
ま
す
。古
着
商
の
馬

場
家
、
回
船
問
屋
の
中
島
家
に
は
商
取
引
に

係
わ
る
文
書
や
酒
田
の
本
間
家
と
の
書
簡
が

伝
え
ら
れ
、
多
く
の
取
引
が
行
わ
れ
た
こ
と

を
示
す
と
と
も
に
、
遠
く
離
れ
た
庄
内
地
方

と
の
つ
な
が
り
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　
「
H
i
m
e
G
i
n
g
e
r
／
ヒ
メ
ジ
ン

ジ
ャ
ー
」は
、姫
路
生
姜
ス
イ
ー
ツ
が
評
判
の

カ
フ
ェ
。築
1
0
0
年
を
超
え
る
飾
磨
の
古

民
家
と
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
家
具
を
活
か
し
た
レ

ト
ロ
モ
ダ
ン
な
空
間
に
、
庭
の
緑
が
鮮
や
か

に
差
し
込
み
ま
す
。人
気
の
メ
ニ
ュ
ー
は
地

元
姫
路
の
生
姜
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
ジ

ン
ジ
ャ
ー
ケ
ー
キ
で
、
懐
か
し
く
し
っ
と
り

と
し
た
味
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
ま
す
。

五
感
を
ほ
っ
こ
り
と
癒
し
な
が
ら
、
カ
ラ
ダ

の
中
か
ら
美
人
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

Himeji-shi

① ②

ぽ
っ
か
ぽ
か
姫

し
っ
と
り
と
懐
か
し
い
、
初
恋
の
味
。

噛
み
し
め
る
ほ
ど
に
、
胸
が
キ
ュ
ッ
と
な
り
ま
す
。

①姫路城　白鷺城とも称される世界遺産・姫路城。
空や雲と調和する白色の城壁は美しく、天守群や
櫓（やぐら）が重なり合うその姿はまさに空を飛
ぶ白鷺のようです。（提供：姫路市）
②浜の宮天満宮　北前船船主 5名が寄進した石
造の神牛（しんぎゅう）が本殿前に鎮座し、越前や
加賀の船主がここに訪れたことを示しています。
③姫路革細工本舗 おの　江戸時代より続く、姫
路に伝わる姫革細工を扱う工房。型だしによって
生まれる凹凸をもつ白くなめした革と色彩が鮮や
かな絵付けが特徴です。
④イシヅカ靴店×靴屋カフェ　靴職人である石塚
さんのアトリエ・カフェ。様々なデザインの靴が
ディスプレイされ、靴づくりの世界に浸ることが
できます。③ ④
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工
楽
松
右
衛
門
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
高

砂
は
加
古
川
河
口
に
位
置
し
、
加
古
川
舟
運

と
瀬
戸
内
海
運
の
中
継
地
と
し
て
繁
栄
し
ま

し
た
。工
楽
松
右
衛
門
は
高
砂
出
身
の
江
戸

時
代
の
発
明
家
・
実
業
家
で
、丈
夫
で
し
な
や

か
な
帆
布「
松
右
衛
門
帆
」を
開
発
し
、
北
前

船
の
航
行
性
能
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
、
海

運
業
の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。工
楽
家
は

近
代
に
入
っ
て
砂
糖
の
問
屋
を
営
み
、
画
家

の
棟
方
志
功
や
俳
人
の
永
田
耕
衣
な
ど
の
文

化
人
と
交
流
を
持
ち
ま
し
た
。

　

株
式
会
社
御
影
屋
で
は
、幻
の
帆
布「
松
右

衛
門
帆
」を
独
自
に
再
現
。播
州
織
の
技
法
を

使
っ
た
独
創
的
な
織
目
が
魅
力
で
、
他
に
は

な
い
松
右
衛
門
帆
を
力り
き
し
ょ
っ
き

織
機
を
使
い
丁
寧
に

織
り
上
げ
雑
貨
小
物
や
バ
ッ
グ
に
し
て
い
ま

す
。松
右
衛
門
帆
は
規
格
外
の
極
厚
帆
布「
０

号
帆
布
」。普
通
の
ミ
シ
ン
で
は
縫
え
ず
、
扱

い
も
非
常
に
難
し
い
生
地
で
す
。そ
の
厚
さ

か
ら
織
っ
た
後
の
染
色
が
難
し
い
た
め
、
糸

を
先
染
め
し
て
い
る
そ
う
で
す
。そ
れ
が
大

胆
な
彩
り
を
生
み
、「
縫
い
に
く
さ
」は
、そ
の

分
手
間
と
想
い
を
込
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
。工
楽
松
右
衛
門
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が

時
代
を
超
え
て
紡
が
れ
て
い
ま
す
。

兵
庫
県高

砂
市

Takasago-shi

北
前
育
ち
の
生
え
抜
き

普
通
の
ミ
シ
ン
で
は
歯
が
立
た
な
い
「
極
厚
帆
布
」。

規
格
外
の
発
想
が
、規
格
外
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
興
し
ま
す
。

③

①

④

②

①高砂神社　縁結びの象徴、相生の松が境内にあ
り、パワースポットとして人気です。コミカルな
表情の鬼瓦が恋人たちを見守っています。
②工楽松右衛門旧宅　松右衛門帆を発明した工楽
松右衛門の旧邸宅。外壁には大胆にも船の側板が
リユースされ、組み込まれています。
③レトロな街並み　アニメ映画「ハウルの城」を
彷彿とさせるユニークな「梅ヶ枝湯」は増築、改
築を繰り返すことで、独特な造形美に昇華して道
ゆく人の目を引きます。
④ミナミのにくてん　「にくてん」とは高砂のお
好み焼で、じゃがいもと柔らかく煮込んだ牛すじ、
こんにゃくが入っているのが特徴。ビールをおと
もに一度食べると癖になる美味しさです。
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兵
庫
県洲

本
市

　

洲
本
市
五
色
町
都つ

し志
は
廻
船
業
を
興
し
、

蝦
夷
地
開
拓
や
日
露
民
間
外
交
の
先
駆
者
と

し
て
活
躍
し
た
高
田
屋
嘉
兵
衛
の
生
誕
地
で

す
。嘉
兵
衛
は
22
歳
の
時
に
兵
庫
へ
出
て
拠

点
を
構
え
、
後
に
箱
館（
函
館
）に
拠
点
を
移

し
、
幕
府
の
御
用
商
人
と
な
り
豪
商
へ
の
道

を
歩
み
ま
す
。択
捉
島
と
国
後
島
間
の
航
路

開
拓
や
漁
場
を
開
く
な
ど
、
北
方
の
開
拓
者

と
し
て
も
活
躍
し
ま
し
た
。

　

司
馬
遼
太
郎
の『
菜
の
花
の
沖
』で
は
、
主

人
公
と
し
て
嘉
兵
衛
の
生
涯
が
描
か
れ
、

２
０
０
０
年
に
は
N
H
K
の
連
続
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
と
し
て
放
送
さ
れ
ま
し
た
。洲
本
市

五
色
町
の
高
田
屋
嘉
兵
衛
顕
彰
館
・
歴
史
文

化
資
料
館「
菜
の
花
ホ
ー
ル
」に
は
、
嘉
兵
衛

に
関
す
る
多
く
の
資
料
や
北
前
船
の
模
型
と

と
も
に
、
司
馬
遼
太
郎
の
校
正
入
り
直
筆
原

稿
の
展
示
も
あ
り
、
一
見
の
価
値
が
あ
り
ま

す
。閲
覧
の
後
に
は
、菜
の
花
ホ
ー
ル
で
販
売

さ
れ
て
い
る
住
吉
堂
本
舗
の「
嘉
兵
衛
餅
」を

お
土
産
に
い
か
が
で
し
ょ
う
。あ
っ
さ
り
し

た
餡
子
が
ふ
わ
ふ
わ
の
餅
で
包
ん
で
あ
り
、

つ
い
２
個
、３
個
と
手
が
伸
び
て
い
き
ま
す
。

包
装
紙
に
は
嘉
兵
衛
の
船
で
最
も
有
名
な

「
辰し
ん
え
つ
ま
る

悦
丸
」が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

Sumoto-shi

③

①

④

②

菜
の
花
の
沖
で
は

高
田
屋
嘉
兵
衛
の
生
誕
地
で
あ
る
洲
本
市
五
色
町
。

地
元
で
は
気
さ
く
に
「
嘉
兵
衛
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

①高田屋顕彰館　司馬遼太郎が「江戸時代で最も
偉かった人物」と評した高田屋嘉兵衛。淡路の洲
本市五色町の貧しい農家の長男として生まれ、一
介の船乗りから、一代で「海運王」となった彼は、
日露和平の立役者の役割も果たしました。
②高田屋商用印　デザインがとても洗練されてい
て儲かりそうです。これらの印で莫大な金額の契
約書が交わされたと想像します。
③住吉神社　住吉神社の目の前は播磨灘。「大き
くなったらこの沖に千石船を並べてみせる」少年
嘉兵衛はそう胸に抱いていたそうです。
④都志八幡神社　日ロ対立に巻き込まれ、ロシア
に捕えられた高田屋嘉兵衛の無事の帰国を願い、
嘉兵衛の弟らによって寄進された随身門がありま
す。

嘉兵衛餅

70



　

大
阪
と
と
も
に
北
前
船
の
拠
点
港
で
あ
っ

た
兵
庫
。兵ひ
ょ
う
ご
の
つ

庫
津
と
呼
ば
れ
た
港
の
近
辺
は
、

六
甲
連
山
に
よ
っ
て
北
西
の
季
節
風
が
遮
ら

れ
、
和
田
岬
に
よ
っ
て
西
か
ら
の
波
浪
が
防

が
れ
、
さ
ら
に
水
深
と
投
錨
に
適
し
た
海
底

の
砂
に
恵
ま
れ
て
天
然
の
良
港
が
形
作
ら
れ

て
い
ま
し
た
。そ
の
た
め
、か
ね
て
よ
り
瀬
戸

内
海
の
交
通
の
要
衝
と
し
て
、ま
た
、外
交
の

窓
口
と
し
て
歴
史
に
名
を
と
ど
め
て
い
ま
し

た
。さ
ら
に
、北
前
船
の
時
代
に
高
田
屋
嘉
兵

衛
が
択エ
ト
ロ
フ捉

航
路
を
開
き
、
北
海
道
物
産
交
易

の
基
地
と
し
て
も
大
い
に
賑
わ
い
ま
し
た
。

な
お
、幕
末
、諸
外
国
よ
り
開
港
を
求
め
ら
れ

た
幕
府
は
、あ
え
て
当
時
人
口
希
薄
な
、東
隣

の
神
戸
村
を
開
港
し
、
現
在
の
神
戸
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
発
展
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

兵
庫
津
に
暮
ら
す
人
々
の
、
当
時
の
生
活

の
様
子
が
う
か
が
え
る
出
土
品
が
イ
オ
ン

モ
ー
ル
神
戸
南
３
階
に
展
示
さ
れ
て
い
ま

す
。兵
庫
津
は
商
人
の
町
ら
し
く
、硯
や
様
々

な
形
の
水
滴
な
ど
の
文
房
具
も
た
く
さ
ん

見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。ま
た
土
人
形
や
ミ
ニ

チ
ュ
ア
土
器
な
ど
は
、
子
ど
も
の
お
も
ち
ゃ

や
お
守
り
な
ど
の
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
す
。

兵
庫
県神

戸
市

Kobe-shi

嘉
兵
衛
さ
ん
、嘉
兵
衛
さ
ん

目
が
覚
め
て
み
る
と
嘉
兵
衛
さ
ん
は
い
な
か
っ
た
け
ど

相
変
わ
ら
ず
賑
や
か
な
場
所
で
し
た
。

③

①

④

②

①樽屋五兵衛　江戸時代からの老舗商家の流れを
くむ海産物問屋。新発売の「昆布でチップ」は北
海道の天然昆布を使ったヘルシーなおやつ。
②高田屋嘉兵衛本店跡地　北前船で財をなした高
田屋が商売の拠点をおいた店舗跡。
③兵庫運河　当時の兵庫津の形が残っています。
船の避難所として建設されたのをきっかけに、兵
庫運河は難所の和田岬のバイパスになりました。
④まちなか倶楽部（高田屋嘉兵衛資料館）　西出・
東出まちづくり協議会がボランティアで運営して
います。高田屋嘉兵衛をはじめとした兵庫津地域
に関する豊富な資料が展示されています。（開館
日：毎週水曜日13時〜15時）

イオンモール神戸南３階にて展示
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大
阪
府大

阪
市

　

北
前
船
の
起
終
地
と
な
っ
た
大
坂
は
、

古
来
か
ら
国
際
港
「
難な
に
わ
づ

波
津
」、「
住す

み
の
え
の
つ

吉
津
」

を
擁
し
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
な
ど
海

外
に
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。北
海
道
や
日
本

海
沿
岸
の
地
域
と
の
間
を
結
ぶ
北
前
船
、
江

戸
と
の
間
を
結
ぶ
菱
垣
廻
船
を
は
じ
め
、
京

都
と
の
間
を
結
ぶ
三
十
石
船
や
伏
見
船
な

ど
多
く
の
船
が
往
来
し
、
出
船
千
艘
入
船

千
艘
の
活
況
を
呈
し
て
い
ま
し
た
。「
菱ひ
が
き垣

新し
ん
め
ん
ば
ん
ぶ
ね
か
わ
ぐ
ち
し
ゅ
っ
ぱ
ん
の
ず

綿
番
船
川
口
出
帆
之
図
」で
は
、安
治
川
沿

い
に
建
ち
並
ぶ
蔵
の
白
壁
、
吹
流
し
と
昇
り

旗
を
掲
げ
た
小
舟
や
水
夫
達
の
華
や
か
な
風

景
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
よ
り
航
海
の
守
護
神
と
し
て
崇
敬
を

あ
つ
め
た
住
吉
大
社
は
、
大
坂
に
着
い
た
北

前
船
主
が
必
ず
参
詣
す
る
重
要
な
場
所
で
し

た
。縁
結
び
の
神
様
も
鎮
座
し
て
お
り
、写
真

の「
侍お
も
と者
人
形
」は
、
こ
の
住
吉
大
社
境
内
の

侍お
も
と
し
ゃ

者
社
と
い
う
神
社
で
授
か
り
、
背
中
に
願

い
を
書
い
て
奉
納
す
る
こ
と
で
縁
結
び
を

お
祈
り
し
ま
す
。こ
の
侍
者
社
の
ご
祭
神
は

１
８
０
０
年
前
の
神
主
を
務
め
て
い
た
タ
モ

ミ
ノ
ス
ク
ネ
と
イ
チ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト
と
い
う

神
様
で
、夫
婦
円
満
・
所
願
成
就
の
神
様
と
し

て
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。

Osaka-shi

③

①

④

②

恋
か
ら
お
願
い
し
ま
す

ず
ら
り
と
並
ん
だ
成
就
の
オ
ー
ル
キ
ャ
ス
ト

か
わ
い
い
お
顔
の
パ
ワ
ー
ア
イ
コ
ン
。

①住吉大社　石灯籠群　境内に約600基ある住
吉大社の石灯籠はまさに圧巻。廻船問屋のほか、
様々な業種の商人から寄進され、信仰の深さが伺
えます。
②住吉大社　全国に2,300ある住吉神社の総本
社で、昔から「すみよっさん」と呼ばれ、厚い信
仰をあつめています。
③串かつ　大阪といえば串かつ。揚げたての様々
な食材が口の中で踊ります。もちろんソースの二
度漬けは禁止です。
④天保山観覧車　天保山は近づく船にとっての良
い目印になりました。観覧車からは安治川河口と
天保山を見渡すことができます。
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構
成
文
化
財
一
覧
表

【
北
海
道 
小
樽
市
】

　
日ひ

よ
り
や
ま

和
山

　
旧
北
浜
地
区
倉
庫
群
（
旧
右
近
倉
庫
、
旧
　

広
海
倉
庫
、
旧
増
田
倉
庫
、
旧
大
家
倉
庫
、　

旧
小
樽
倉
庫
）

　
旧
魁か

い

陽よ
う

亭て
い

　
住
吉
神
社
奉
納
物

　
船
絵
馬
群（
恵
美
須
神
社
、龍
徳
寺
金
比
羅
殿
）

　
北
前
船
関
係
古こ

し
ゃ
し
ん

写
真

　
西
川
家
文も

ん
じ
ょ書

【
北
海
道 

石
狩
市
】

　
旧
長
野
商
店

　
割
烹
金
大
亭

　
古こ

た
ん潭

神
社
御
神
輿

　
厚あ

つ
た田

神
社
船
絵
馬

　
石
狩
八
幡
神
社
鳥
居

　
石
狩
弁
天
社
狛
犬

　
旧
白
鳥
番
屋（
石
狩
市
は
ま
ま
す
郷
土
資
料
館
）

　
浜
益
沖
揚
げ
音
頭

【
北
海
道 

松
前
町
】

　
福
山
波
止
場

　
沖お

き
の
く
ち

口
役
所
跡

　
松
前
屏
風

　
松
本
家
土
蔵
及
び
松
本
家
資
料

　
福
山
城
下
町
遺
跡

　
龍り

ゅ
う
う
ん
い
ん

雲
院
　

　
松
前
藩
主
松
前
家
墓
所

　

松
前
沖
揚
げ
音
頭

　

難
船
図
絵
馬

　

松
前
祇
園
ば
や
し

【
北
海
道 

函
館
市
】

　

函
館
山

　

箱
館
奉
行
所
跡

　

高
田
屋
屋
敷
跡

　

高
田
屋
本
店
跡

　

厳
島
神
社

【
青
森
県 

野
辺
地
町
】

　

浜
町
の
常
夜
燈

　

末ま
っ
し
ゃ社

金
刀
比
羅
宮
本
殿

　

旧
野
村
家
住
宅
離
れ
（
行あ

ん
ざ
い
し
ょ

在
所
）
蔵
付
き

　

北
前
船
関
係
資
料
群

　

北
前
船
船
乗
り
の
墓
及
び
擬ぎ

ぼ

し
宝
珠

　

北
前
船
が
運
ん
だ
石
造
物

　

の
へ
じ
祇
園
ま
つ
り

　

河か
わ
ら
け
つ
め
い

原
決
明
の
茶
が
ゆ

【
青
森
県 

鰺
ヶ
沢
町
】

　

日
和
山

　

城
の
下
の
荷
揚
げ
場
跡

　

尾
崎
酒
造
酒
蔵

　

丸
二
塩
屋
資
料

　

鰺
ヶ
沢
町
絵
図

　

正せ
い
ち
ょ
う
あ
じ
が
さ
わ
じ
ん
く

調
鰺
ヶ
沢
甚
句

　

鰺あ
じ
が
さ
わ
し
ら
は
ち
ま
ん
ぐ
う

ヶ
沢
白
八
幡
宮
の
大
祭
行
事

　

白
八
幡
宮
絵
馬
群

　

白
八
幡
宮
玉
垣

　

白
八
幡
宮
御
神
灯

　

常じ
ょ
う
と
う
ひ

灯
碑

　

願が
ん
ぎ
ょ
う
じ

行
寺

　

来ら
い
し
ょ
う
じ

生
寺

【
青
森
県 

深
浦
町
】

　

日
和
見
山
跡

　

円
覚
寺
奉
納
海
上
信
仰
資
料

　

円
覚
寺
宝ほ

う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔

　

岩い
わ
さ
き
た
け
み
か
づ
ち

崎
武
甕
槌
神
社
船
絵
馬

　

春
日
神
社
「
鮫さ

め
り
ょ
う
え
が
く

漁
絵
額
」

　

港
の
一
本
杭

　

岩い
わ
さ
き
た
け
み
か
づ
ち

崎
武
甕
槌
神
社
石
鳥
居

　

行ゆ
き
あ
い合

崎

　

鳥
居
崎

【
秋
田
県 

能
代
市
】

　

八
幡
神
社
御
神
燈

　

日
和
山
（
日
和
山
方
角
石
）

　

光
久
寺
（
挽
き
臼
の
墓
）

　

恵
比
寿
神
社
船
絵
馬

　

能
代
舟
唄

　

能
代
凧
（
べ
ら
ぼ
う
凧
）

【
秋
田
県 

男
鹿
市
】

　

田
沼
家
土
蔵

　

船
鑑
札

　

真し
ん
ざ
ん山

神
社
五
社
殿
落
書
き
（
墨
書
）

　

海
難
慰
霊
碑

　

双す
ご
ろ
く六

の
船
絵
馬

　

船
川
節
（
秋
田
船
方
節
）

　

鈴
木
重
孝
自
筆
本
「
絹き

ぬ
ぶ
る
い篩

」

　

碇

【
秋
田
県 

秋
田
市
】

　

高
清
水
公
園
の
五
輪
塔

　

秋
田
街
道
絵
巻

　

秋
田
風
俗
絵
巻

　

金
刀
比
羅
神
社
狛
犬

　

寶ほ
う
と
う
じ

塔
寺
石
造
り
五
重
塔

　

土つ
ち
ざ
き
し
ん
め
い
し
ゃ
さ
い

崎
神
明
社
祭
の
曳ひ

き
や
ま山

行
事

　

大だ
い
し
ょ
う
じ

正
寺
お
け
さ

　

昆
布
の
手
す
き
加
工
技
術

【
秋
田
県 

由
利
本
荘
市
】

　

古ふ
る
ゆ
き雪

の
町
並
み

　

新し
ん
ざ
ん山

（
日
和
山
）

　

新
山
神
社
奉
納
物

　

石
脇
湊
の
御
番
所
跡

　

石
脇
絵
図

　

石
脇
の
町
並
み

　

稲
荷
神
社

　

石
脇
さ
ん
ぶ
つ

　

本
荘
八
幡
神
社
奉
納
物

　

松
ヶ
崎
八
幡
神
社
石
製
狛
犬

　

本
荘
郷
土
資
料
館
資
料
群

　

宮
下
神
社
の
船
絵
馬

【
秋
田
県 

に
か
ほ
市
】

　

象き
さ
か
た潟

郷
土
資
料
館
北
前
船
関
係
資
料

　

由
利
南
部
海
岸
図

　

沖
の
棒
杭

　

塩し
お
こ
し越

湊
周
辺
の
船
絵
馬
群

　

金
刀
比
羅
神
社
の
ま
げ
絵
馬

　

日
枝
神
社
の
山
王
鳥
居
と
山
王
猿
像

74



　

飛ひ
ら
い
ず
み

良
泉
本
舗

　

高
昌
寺
弁
天
丸

　

に
か
ほ
市
内
の
方
角
石

【
山
形
県
鶴
岡
市
】

　

加
茂
港
周
辺
の
町
並
み

　

石い
し

名な

坂ざ
か

家け

住
宅
主
屋
・
蔵

　

浄じ
ょ
う

禅ぜ
ん

寺じ

の
釣つ

り

鐘が
ね

　

善ぜ
ん

寳ぽ
う

寺じ

五ご

百ひ
ゃ
く

羅ら

漢か
ん

堂ど
う

　

致
道
博
物
館
所
蔵
の
北
前
船
関
連
資
料
群

【
山
形
県
酒
田
市
】

　

日
和
山
公
園

　

旧
鐙あ

ぶ
み
や屋

　

本
間
家
本
邸

　

山
王
く
ら
ぶ

　

相
馬
屋
主
屋

　

本
間
氏
別
邸
庭
園
（
鶴
舞
園
）

　

塞さ
い
ど
う
ま
く
え

道
絵
幕
（
大お

す
わ
り
だ
い
さ
い
じ

壽
和
里
大
祭
事
）

｜

酒さ
か
い井　

侯こ
う
ご
あ
ん
ど
し
ゅ
く
え
ん

御
安
堵
祝
宴

｜

　

酒
田
山
王
祭
祭
礼
用
亀か

め
か
さ
ほ
こ

笠
鉾

　

酒
田
袖
之
浦
・
小
屋
之
浜
之
図

　

雛
め
ぐ
り

　

山さ
ん
き
ょ居

倉
庫

【
新
潟
県 

新
潟
市
】

　

日
和
山

　

旧
齋
藤
家
別
邸
（
旧
齋
藤
氏
別
邸
庭
園
）

　

燕え
ん
き
か
ん

喜
館
（
旧
齋
藤
家
住
宅
）
主
屋

　

旧
小
澤
家
住
宅

　

日
本
舞
踊
市
山
流
（
古
町
芸
妓
）

　

湊
稲
荷
神
社
願
懸
け
高こ

ま
い
ぬ

麗
犬

　

新
潟
ま
つ
り
（
湊
祭
・
住
吉
祭
）

　

新
潟
奉
行
川
村
修な

が
た
か就

関
係
資
料

　

大
船
絵
馬

　

金
刀
比
羅
神
社
難
船
彫
刻
絵
馬

　

金
刀
比
羅
神
社
奉
納
模
型
和
船

【
新
潟
県 

佐
渡
市
】

　

清せ
い
く
ろ
う
け

九
郎
家

　

三さ
ん
か
く
や

角
家

　

宿し
ゅ
く
ね
ぎ

根
木
白
山
神
社
石
鳥
居

　

木
崎
神
社
（
本
殿
）

　

舟
つ
な
ぎ
石

　

念
仏
橋
及
び
石
橋

　

小お
ぎ
み
な
と

木
湊
古こ

え

ず
絵
図

　

佐
渡
の
大だ

い
か
ぐ
ら
ぶ
が
く

神
楽
舞
楽

【
新
潟
県 

長
岡
市
】

　

寺て
ら
ど
ま
り

泊
港
の
集
落

　

寺
泊
お
け
さ

　

聖
徳
寺
庭
園

　

白し
ら
や
ま
ひ
め

山
媛
神
社
船
絵
馬

【
新
潟
県 

出
雲
崎
町
】

　

妻つ
ま

入い

り
の
街ま

ち

並な
み

　

旧き
ゅ
う

泊と
ま
り

屋や

　

船ふ
な

絵え

馬ま

群ぐ
ん（

羽は

黒ぐ
ろ

神じ
ん

社じ
ゃ

、鳴な
る

滝た
き

神じ
ん

社じ
ゃ

、

　

光こ
う

照し
ょ
う

寺じ

）

　

艫と
も

旗は
た

　

天
領
の
里
時
代
館　

北
前
船
収
蔵
資
料

　

出
雲
崎
お
け
さ

　

お
船
歌

　

舟
つ
な
ぎ
石

【
新
潟
県 

上
越
市
】

　

米よ
ね
や
ま山

　

直
江
津
の
町
並
み

　

旧
直
江
津
銀
行

　

直
江
津
の
海
上
信
仰
資
料

　

北
前
船
関
連
資
料

　

住
吉
神
社
奉
納
物

　

金
刀
比
羅
神
社
石
灯
籠

　

八
坂
神
社

　

直
江
津
・
高
田
祇
園
祭
の
御お

た
び
し
ょ
ぎ
ょ
う
じ

旅
所
行
事
と　

屋や
た
い
じ
ゅ
ん
こ
う

台
巡
行

　

米
べ
い
だ
い
し
ゅ
う

大
舟

【
富
山
県 

富
山
市
】

　

旧
森
家
住
宅

　

旧
馬
場
家
住
宅

　

西
岩
瀬
諏す

わ
し
ゃ

訪
社
の
大
け
や
き

　

岩
瀬
ま
だ
ら

【
富
山
県 

高
岡
市
】

　

旧
秋
元
家
住
宅
（
高
岡
市
伏
木
北
前
船
資　

料
館
）

　

旧
伏
木
測
候
所
庁
舎
・
測そ

く
ふ
う
と
う

風
塔
（
高
岡
市　

伏
木
気
象
資
料
館
）

　

伏
木
神
社

　

伏
木
神
社
春
季
例
大
祭
の
祭
礼
行
事

　

伏
木
帆
柱
起
し
祝
唄

　

勝し
ょ
う
こ
う
じ
か
ら
も
ん

興
寺
唐
門

　

吉よ
し
ひ
さ久

の
町
並
み
（
能の

う
ま
つ松

家
、
有あ

り
と
う藤

家
、
丸ま

る　

谷や

家
他
）

　

菅
野
家
住
宅

　

高
岡
鋳
物
の
製
作
用
具
及
び
製
品

【
石
川
県 

輪
島
市
】

　

輪
島
市
黒
島
地
区
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

　

旧
角か

ど
み
け

海
家
住
宅

　

黒
島
天
領
祭

　

北
前
船
絵
馬
群

　

イ
ナ
ウ
奉
納
額

　

住
吉
神
社
石
造
鳥
居

　

日
和
山
の
方
角
石

　

能
登
の
ま
だ
ら

【
石
川
県 

志
賀
町
】

　

旧
き
ゅ
う

福ふ
く

浦ら

灯と
う

台だ
い

　

日ひ

和よ
り

山や
ま

　

方ほ
う

角が
く

石い
し

（
石せ

き

造ぞ
う

方ほ
う

位い

盤ば
ん

）

　

北
前
船
関
連
資
料
群

　

奉ほ
う

納の
う

船ふ
な

絵え

馬ま

群ぐ
ん

　

め
ぐ
り
（
繋け

い

船せ
ん

孔こ
う

）

　

福ふ
く

浦ら

祭ま
つ

り

【
石
川
県 

金
沢
市
】

　

銭
屋
五
兵
衛
家
年ね

ん

々ね
ん

留ど
め
つ
け
た
り
と
め
ち
ょ
う

附
留
帳

　

専
長
寺　

松し
ょ
う

帆は
ん

榭し
ゃ

　

中
山
家
関
係
資
料

　

観
田
家
住
宅　

主
屋
・
西
塀
・
西
蔵

　

金か
な

石い
わ

こ
ま
ち
な
み
保
存
区
域

　

大
野
湊
神
社
関
係
資
料
（
大
絵
馬
）

　

本
龍
寺　

鐘
楼

　

粟あ
わ
が
さ
き崎

八は
ち

幡ま
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

奉
納
絵
馬
額
面

　

紙
本
著
色
蓮れ

ん

湖こ

真し
ん

景け
い

之の

図ず

　

大
野
町
こ
ま
ち
な
み
保
存
区
域
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【
石
川
県 

白
山
市
】

　
藤ふ

じ

塚つ
か

神
社

　
藤ふ

じ

塚つ
か

神
社
奉
納
物

　
御ご

ん

酒し
ゅ
う

　
美
川
の
お
か
え
り
祭
り

　
美み

川か
わ

仏ぶ
つ

壇だ
ん

　
ふ
ぐ
の
卵
巣
の
糠ぬ

か

漬づ
け

　（
石
川
ル
ー
ツ
交
流
館
）
北
前
船
関
係
資
料

　
今い

ま

湊み
な
と

神
社

　
呉く

れ

竹た
け

文
庫
所
蔵
資
料

【
石
川
県 

小
松
市
】

　
安あ

た
か宅
住
吉
神
社

　
長
沖 

金
剛
・
蔵

　
沖
家

　
瀬
戸
家

　
旧
米こ

め
た
に谷

銀
行
（
吉
祥
庵
）

　
河こ

う
ど道

跡

　
安
宅
住
吉
神
社
船
絵
馬

　
起
舟
祭

　
安
宅
ま
つ
り

【
石
川
県 

加
賀
市
】

　
加
賀
市
加
賀
橋は

し
た
て立

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

　
旧
酒さ

か
や
ち
ょ
う
べ
え

谷
長
兵
衛
家
住
宅

　
北
前
船
主
屋
敷
蔵ぞ

う
ろ
く
え
ん

六
園
（
旧
酒
谷
長
一
郎
　

家
住
宅
）

　
忠ち

ゅ
う
や
け

谷
家
住
宅

　
三
国
仏
壇
（
冬
仏
壇 

夏
仏
壇
）
附

つ
け
た
り

仏
具
　

類
一式

　
瀬せ

ご
え越
町
白
山
神
社
所
蔵
船
絵
馬

　
出い

ず
み水
神
社

　

福
井
別
院　

橋
立
支
院

　

山
中
節

【
福
井
県 

坂
井
市
】

　

旧
岸
名
家
住
宅

　

魚う
お
し
ろ
う

志
楼
（
松
崎
家
住
宅
）

　

瀧た
き
だ
ん
じ

谷
寺

　

三
國
神
社
随ず

い
し
ん
も
ん

身
門

　

新し
ん
ぼ保

春
日
神
社

　

大
湊
神
社

　

三
国
港
（
旧
阪
井
港
）
突と

っ
て
い堤

　

日
和
山

　

北
前
船
古
文
書
群

　

北
前
船
船
絵
馬
群

　

三
国
浦
絵
図

　

越
前
三
国
湊
風
景
之
図

　

三
国
仏
壇

　

三
国
箪
笥
（
船ふ

な
だ
ん
す

箪
笥
）

　

笏
し
ゃ
く
だ
に
い
し

谷
石
関
連
古
文
書
群

　

三
國
神
社
例
大
祭（
三
国
祭
）と
山
車
屋
台

　

な
ん
ぼ
や
踊
り
唄

　
い
ざ
き

　

三
国
節

【
福
井
県 

南
越
前
町
】

　

右
近
家
住
宅

　

旧
右
近
家
住
宅　

西
洋
館

　

中
村
家
住
宅

　

船
絵
馬
仁じ

ん
え
い恵

丸

【
福
井
県 

敦
賀
市
】

　

鰊に
し
ん
ぐ
ら蔵　

　

洲す
ざ
き崎

の
高
燈
籠

　

旧
大
和
田
銀
行
初
代
本
店

　

疋ひ
き
た
ふ
な
が
わ

田
舟
川

　

昆
布
の
手
す
き
加
工
技
術

　

船
絵
馬
群（
八
幡
神
社　
北
前
船
図
絵
馬　

ほ
か
）

　

常
宮
神
社
奉
納
物

　

氣
比
神
宮
大
鳥
居
扁
額

　

船
中
掟
心
得
書

　

氣
比
神
宮
祭
礼
の
山
車

【
福
井
県 

小
浜
市
】

　

古
河
屋
別
邸
・
庭
園

　

旧
料
亭
酔す

い
げ
つ月

　

旧
料
亭
蓬ほ

う
と
う
ろ
う

嶋
楼

　

旧
旭
座

　

八
幡
神
社
奉
納
物

　

広ひ
ろ
み
ね嶺

神
社
奉
納
物

　

宗
像
神
社
奉
納
物

　

旧
小
浜
港
の
町
並
み

　

若
狭
瓦
だ
る
ま
窯

　

奉
納
船
と
神
体
船

　

北
前
船
古
文
書
群

【
京
都
府 

宮
津
市
】

　

旧
三
上
家
住
宅

　

日
吉
神
社

　

和わ
き
の
み
や

貴
宮
神
社
の
玉
垣

　

由
良
金
毘
羅
神
社

　

新
浜
の
町
並
み
（
花
街
）

　

由
良
の
船
絵
馬
群

　

三
上
家
文
書

　

加
藤
家
文
書

　

宮
津
お
ど
り

【
大
阪
府 

大
阪
市
】

　

住
吉
大
社

　

住
吉
大
社
の
石
灯
籠
群

【
大
阪
府 

泉
佐
野
市
】

　

食め
し

野の

家け

邸て
い

宅た
く

跡あ
と

　
い
ろ
は
蔵く

ら

通ど
お

り

　

西さ
い

法ほ
う

寺じ

　

春か
す

日が

神じ
ん

社じ
ゃ

　

妙み
ょ
う

浄じ
ょ
う

寺じ

梵ぼ
ん

鐘し
ょ
う

　

旧き
ゅ
う

佐さ

野の

浦う
ら

の
町ま

ち

並な

み

　

野の

出で

墓ぼ

地ち

　

食め
し

野の

一い
っ

統と
う

資し

料り
ょ
う

群ぐ
ん

　

禅ぜ
ん

徳と
く

寺じ

船せ
ん

主し
ゅ

資し

料り
ょ
う

群ぐ
ん

　

ふ
と
ん
太だ

い

鼓こ

　

佐さ

野の

く
ど
き
（
佐さ

野の

踊お
ど

り
）

　

奉ほ
う

納の
う

弁べ

財ざ
い

船せ
ん

【
兵
庫
県 

神
戸
市
】

　

神
戸
大
学
海
事
博
物
館
北
前
船
収
蔵
資
料

　

敏み
ぬ
め馬

神
社
「
弁
財
船
絵
馬
」

　

神
戸
海
洋
博
物
館
北
前
船
収
蔵
資
料

　

高
田
屋
嘉
兵
衛
献
上
灯
籠

　

苦く
ら
く
ま
つ
え
も
ん

楽
松
右
衛
門
の
墓

　

高
田
屋
嘉
兵
衛
本
店
跡
地

　

舞
子
延
命
地
蔵
（
た
た
き
地
蔵
）

【
兵
庫
県 

高
砂
市
】

　

工く
ら
く
ま
つ
え
も
ん

楽
松
右
衛
門
旧
宅
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高
砂
堀
川
遺
跡

　

高
砂
地
区
歴
史
的
景
観
形
成
地
区

　

常
夜
灯
（
高
砂
神
社
）

【
兵
庫
県 

姫
路
市
】

　

浜は
ま

の
宮み

や

天て
ん

満ま
ん

宮ぐ
う

の
神し

ん

牛ぎ
ゅ
う

　

湛た
ん

保ぽ

　

中な
か

島し
ま

家け

住じ
ゅ
う

宅た
く

　

正
し
ょ
う

法ぼ
う

寺じ

の
唐か

ら

戸ど

　

九く

所し
ょ

御ご

霊り
ょ
う

天て
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

の
玉た

ま

垣が
き

　

北
前
船
古
文
書
群

【
兵
庫
県 

た
つ
の
市
】

　

室む
ろ

津つ

の
町
並
み

　

室む
ろ

津つ

海か
い

駅え
き

館か
ん

　

石
仏

　

も
や
い
石

　

日ひ

和よ
り

山や
ま

【
兵
庫
県 

新
温
泉
町
】

　

日
和
山

　

為い
よ
な
が

世
永
神
社

　

諸し
ょ
こ
く
さ
ん
り
ゅ
う
ま
ん
じ

谷
山
龍
満
寺

　

東ひ
が
し
ふ
じ
た
 
け

藤
田
家
母
屋

　

中ち
ゅ
う
ふ
じ
た
 
け

藤
田
家
母
屋

　

道み
ち
も
り
け

盛
家
母
屋

　

北
前
船
係
留
杭
跡

　

為
世
永
神
社
例
祭
（
祇
園
祭
・
麒
麟
獅
子　

舞
）

　

為
世
永
神
社
船
絵
馬

　

北
前
船
航
路
図

　

北
前
船
船せ

ん
め
い
が
く

名
額

【
兵
庫
県 

赤
穂
市
】

　

坂さ
こ
し越

の
町
並
み

　

旧
坂
越
浦
会
所

　

大お
お
さ
け避

神
社
奉
納
物

　

黒
崎
墓
所

　

生い
き
し
ま島

　

船
ふ
な
ち
ん
ぎ
ん
じ
ょ
う
ほ
う

賃
銀
定
法

　

坂
越
の
船
祭

【
兵
庫
県 

洲
本
市
】

　

都つ

し志
八
幡
神
社
奉
納
物

　

高
田
屋
嘉
兵
衛
邸
宅
跡

　

都
志
の
町
並
み

　

高
田
屋
関
連
資
料
群

　

都
志
八
幡
神
社
御
船
歌

【
鳥
取
県 

鳥
取
市
】

　

賀か

ろ露
神
社

　

因
い
ん
し
ゅ
う
た
か
く
さ
ぐ
ん

州
高
草
郡
加
路
湊
絵
図

　

賀
露
神
社
春
季
祭
礼
行
事

　

上か
み
こ
う
じ

小
路
神
社

　

賀
露
港
の
町
割
り

　

鳥
ヶ
島

　

気
け
た
ぐ
ん
あ
し
ざ
き
な
つ
ど
ま
り
り
ょ
う
う
ら
み
な
と

多
郡
芦
崎
夏
泊
両
浦
湊
絵
図

　

湊
神
社
の
奉
納
物

　

芦
崎
の
町
並
み

　

津
出
し
路
地

【
島
根
県 

浜
田
市
】

　

外と
の
う
ら

ノ
浦
の
町
並
み

　

日
和
山
方
角
石

　

自と
う
が
ね
う
ら
よ
り
な
が
は
ま
う
ら
に
い
た
る
か
い
が
ん
え
ず

唐
鐘
浦
至
長
浜
浦
海
岸
絵
図

　

諸
し
ょ
こ
く
お
ん
き
ゃ
く
せ
ん
ち
ょ
う

国
御
客
船
帳

【
岡
山
県 

倉
敷
市
】

　

下し
も
つ
い

津
井
町
並
み
保
存
地
区

　

旧
荻
野
家
母
屋
・
鰊
蔵
（
む
か
し
下
津
井　

回
船
問
屋
）

　

下
津
井
節

　

祇
園
神
社
の
奉
納
物

　

下
津
井
祇
園
文
書

　

旧
野
﨑
家
住
宅

　

旧
野
崎
浜
灯と

う
み
ょ
う
だ
い

明
台

　

玉
島
町
並
み
保
存
地
区

　

旧
柚ゆ

の
き木

家
住
宅
（
西さ

い
そ
う
て
い

爽
亭
）

　

羽
黒
神
社
の
奉
納
物

【
岡
山
県 

備
前
市
】

　

大お
お
た多

府ぶ

漁ぎ
ょ
こ
う港

元げ
ん
ろ
く禄

防
波
堤

　

灯と
う
ろ
う
ど
う

籠
堂
の
石せ

き
る
い塁

　

大お
お

井い

ど戸

　

甚じ
ん
く
ろ
う

九
郎
顕け

ん
し
ょ
う彰

碑ひ

　

北
前
船
の
模
型
（
備
前
市
加
子
浦
歴
史
文　

化
館
）

　

片か
た
か
み上

八は
っ
け
い景

（
ゑ
び
す
や
荒
木
旅
館
）

【
香
川
県
多
度
津
町
】

　

旧
塩
田
家
土
蔵

　

合ご
う

田だ

家
住
宅

　

旧
朝あ

さ

日ひ

屋や

旅
館
（
竹
田
家
住
宅
）

　

金こ

刀と

比ひ

羅ら

神
社
（
須す

賀が

の
金こ

ん

毘ぴ

羅ら

さ
ん
）

　

厳
島
神
社

　

白し
ら

鬚ひ
げ

神
社

　

恵
比
須
神
社

　

金こ
ん

毘ぴ

羅ら

鳥ど
り

居い

　

金こ
ん

毘ぴ

羅ら

燈ど
う

籠ろ
う

群

　

多
度
津
湛た

ん

甫ぽ

　

東
浜･

西
浜･

本
通
の
町
並
み

　

多
度
津
町
立
資
料
館
北
前
船
関
連
資
料
群

【
広
島
県 

尾
道
市
】

　

港
町
尾
道
の
町
並
み

　

浄
土
寺

　

住
吉
神
社
（
尾
道
）
の
奉
納
物

　

厳
島
神
社
の
玉
乗
り
狛
犬

　

尾
道
浦
絵
屏
風

　

港
町
瀬せ

と

だ
戸
田
の
町
並
み

【
広
島
県 

竹
原
市
】

　

竹
原
市
竹
原
地
区
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

　

旧
吉
井
家
住
宅

　

常
夜
灯
群

　

市
立
竹
原
書
院
図
書
館
資
料
群

　

紙し

本ほ
ん

著ち
ゃ
く

色し
ょ
く

竹た
け

原は
ら

絵え

屏び
ょ
う

風ぶ

【
広
島
県 

呉
市
】

　

呉
市
豊
町
御み

た
ら
い

手
洗
伝
統
的
建
造
物
群
保
存　

地
区

　

若わ
か
え
び
す

胡
子
屋
跡

　

住
吉
神
社

　

恵
美
須
神
社

　

千ち

さ

ご

は

と

砂
子
波
止
と
高た

か
ど
う
ろ
う

燈
籠
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【石川県】
旧角海家住宅＝輪島市門前町黒島町
☎ 0768・43・1135 ＝月曜休館
上時国家＝輪島市町野町南時国
☎ 0768・32・0171
輪島市黒島天領北前船資料館＝輪島市門前町黒島町
☎ 0768・43・1193 ＝月曜休館
石川県銭屋五兵衛記念館＝金沢市金石本町
☎ 076・267・7744 ＝冬季のみ火曜休館
石川県立歴史博物館＝金沢市出羽町
☎ 076・262・3236
大野からくり記念館＝金沢市大野町
☎ 076・266・1311 ＝水曜休館
金沢海みらい図書館＝金沢市寺中町　
☎ 076・266・2011 ＝水曜休館
武家屋敷跡加賀藩千二百石野村家＝金沢市長町
☎ 076・221・3553
呉竹文庫＝白山市湊町
☎ 076・278・6252 ＝月曜休館
勧進帳ものがたり館＝小松市安宅町
☎ 0761・21・6734 ＝水曜休館
小松市立博物館＝小松市丸の内公園町
☎ 0761・22・0714 ＝月曜休館
北前船主屋敷・蔵六園＝加賀市橋立町
☎ 0761・75・2003
北前船の里資料館＝加賀市橋立町
☎ 0761・75・1250

【福井県】
みくに龍翔館＝坂井市三国町緑ヶ丘
☎ 0776・82・5666 ＝水曜休館
マチノクラ＝坂井市三国町北本町
☎ 0776・82・8392
旧岸名家＝坂井市三国町北本町
☎ 0776・82・0947 ＝水曜休館
三國神社＝坂井市三国町山王
☎ 0776・81・2514
瀧谷寺＝坂井市三国町滝谷
☎ 0776・82・0216
大野市歴史博物館＝大野市天神町
☎ 0779・65・5520
福井県陶芸館＝越前町小曽原
☎ 0778・32・2174 ＝月曜休館
北前船主の館・右近家＝南越前町河野
☎ 0778・48・2196 ＝水曜休館
敦賀市立博物館＝敦賀市相生町
☎ 0770・25・7033 ＝月曜休館
みなとつるが山車会館＝敦賀市相生町
☎ 0770・21・5570 ＝月曜休館
ヤマトタカハシ敦賀昆布館＝敦賀市坂下
☎ 0770・24・3070
福井県立若狭歴史博物館＝小浜市遠敷
☎ 0770・56・0525 ＝月曜休館
御食国若狭おばま食文化館＝小浜市川崎
☎ 0770・53・1000 ＝水曜休館
【京都府】
京都府立丹後郷土資料館＝宮津市国分
☎ 0772・27・0230 ＝月曜休館
旧三上家住宅＝宮津市河原
☎ 0772・22・7529
与謝野町生涯学習センター・知遊館＝与謝野町岩滝
☎ 0772・46・2451＝月曜休館

【島根県】
隠岐郷土館＝隠岐郡隠岐の島町郡
☎ 08512・5・2151
玉若酢命神社・憶岐家宝物館＝隠岐郡隠岐の島町下西
☎ 08512・2・0571
海の関所資料館「浜延舎」＝松江市美保関町（連絡先は旅館「福間館」）
☎ 0852・73・0011
和鋼博物館＝安来市安来町
☎ 0854・23・2500 ＝水曜休館
菅谷たたら山内＝雲南市吉田町吉田
☎ 0854・74・0311 ＝月曜休館
鉄の歴史博物館＝雲南市吉田町吉田
☎ 0854・74・0043 ＝月曜休館
石見銀山資料館＝大田市大森町
☎ 0854・89・0846

【広島県】
竹原市歴史民俗資料館＝竹原市本町　
☎ 0846・22・5186
因島水軍城＝尾道市因島中庄町
☎ 0845・24・0936
瀬戸田町歴史民俗資料館＝尾道市瀬戸田町（連絡先は市文化振興課）
☎ 0848・20・7514
椋の里ゆうあいランド・民俗資料館＝尾道市因島椋浦町

（連絡先は市教委地域教育課）
☎ 0845・26・6204
鞆の浦歴史民俗資料館＝福山市鞆町
☎ 0849・82・1121 ＝月曜休館

【香川県】
多度津町立資料館 = 多度津町家中
☎ 0877・33・3343

【岡山県】
玉島歴史民俗海洋資料館＝倉敷市玉島中央町
☎ 0865・22・7523 ＝月曜休館
むかし下津井回船問屋＝倉敷市下津井
☎ 0864・79・7890 ＝火曜休館
海遊文化館＝瀬戸内市牛窓町
☎ 0869・34・5505 ＝水曜休館
備前市加子浦歴史文化館＝備前市
☎ 0869-72-9026 ＝火曜日・祝日の翌日休館

【兵庫県】
竹野温泉「誕生の湯」・北前船資料館＝豊岡市竹野町
☎ 0796・47・2020
赤穂市立歴史博物館＝赤穂市上仮屋
☎ 0791・43・4600 ＝水曜休館
旧坂越浦会所＝赤穂市坂越
☎ 0791・48・7755 ＝火曜休館
たつの市立室津海駅館＝たつの市御津町
☎ 079・324・0595 ＝月曜休館
たつの市立室津民俗館＝たつの市御津町
☎ 079・324・0650 ＝月曜休館
淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ＝淡路市塩田新島
☎ 0799・62・1192
高田屋顕彰館・歴史文化資料館＝【菜の花ホール】洲本市五色町都志
☎ 0799・33・0354
神戸海洋博物館＝神戸市中央区
☎ 078・327・8983 ＝月曜休館

【大阪府】
泉佐野ふるさと町屋館「旧新川家住宅」＝泉佐野市本町
☎ 072・469・5673
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【新潟県】
相川技能伝承展示館＝佐渡市相川坂下町
☎ 0259・74・4313
小木海運資料館＝佐渡市小木町
☎ 0259・86・3191
佐渡国小木民俗博物館・白山丸展示館＝佐渡市宿根木
☎ 0259・86・2604
胎内市文化財収蔵庫＝胎内市桃崎浜（連絡先は胎内市学校教育課）
☎ 0254・43・6111 ＝要予約
金刀比羅神社奉納模型和船収蔵庫＝新潟市中央区西厩島町
☎ 025・223・3573 ＝要予約
新潟県立自然科学館＝新潟市中央区女池南
☎ 025・283・3331
新潟市歴史博物館みなとぴあ＝新潟市中央区柳島町
☎ 025・225・6111 ＝月曜・祝日の翌日・年末年始休館
白山媛神社船絵馬収蔵庫＝長岡市寺泊大町
☎ 0528・75・3363 ＝要予約
越後出雲崎天領の里＝三島郡出雲崎町尼瀬
☎０258・78・4000 ＝第 1 水曜休館
能生白山神社宝物殿＝糸魚川市能生
☎ 025・566・3465 ＝ 1 週間前に要予約
マリンミュージアム海洋＝糸魚川市能生小泊
☎ 025・566・3456 ＝冬季休館

【富山県】
北前船回船問屋「森家」＝富山市岩瀬大町
☎ 076・437・8960 ＝月曜休館
水橋郷土資料館＝富山市水橋舘町
☎ 076・479・0081 ＝月曜休館
新湊博物館＝射水市鏡宮
☎ 0766・83・0800 ＝火曜休館
大楽寺＝射水市立町
☎ 0766・82・3016 ＝要予約
高岡市伏木北前船資料館（旧秋元家）＝高岡市伏木古国府
☎ 0766・44・3999 ＝火曜休館
高岡市万葉歴史館＝高岡市伏木一宮
☎ 0766・44・5511 ＝火曜休館
高岡市立博物館＝高岡市古城
☎ 0766・20・1572 ＝月曜休館
高岡市鋳物資料館＝高岡市金屋町
☎ 0766・28・6088 ＝火曜休館

【北海道】
小樽市総合博物館＝小樽市手宮
☎ 0134・33・2523
小樽市総合博物館・運河館＝小樽市色内
☎ 0134・22・1258
鰊御殿「旧田中家番屋」＝小樽市祝津
☎ 0134・22・1038 ＝冬季休館
道の駅石狩「あいろーど厚田」＝石狩市厚田区厚田
☎ 0133・78・2300 ＝休館日：12月29日～翌年1月3日
よいち水産博物館・余市町歴史民俗資料館＝余市郡余市町
☎ 0135・22・6187 ＝月曜休館
旧余市福原漁場＝余市郡余市町
☎ 0135・22・5600 ＝月曜休館
八雲町熊石歴史記念館＝八雲町熊石平町
☎ 01398・2・2200 ＝月曜休館
旧中村家住宅＝檜山郡江差町
☎ 0139・52・1617 ＝冬季のみ月曜休館
旧檜山爾志郡役所（江差町郷土資料館）＝檜山郡江差町
☎ 0139・54・2188 ＝冬季のみ月曜休館
横山家＝檜山郡江差町
☎ 0139・52・0018 ＝冬季は要予約
松前城資料館＝松浦郡松前町
☎ 0139・42・2216 ＝冬季休館
松前藩屋敷＝松浦郡松前町
☎ 0139・43・2726 ＝冬季休館
箱館高田屋嘉兵衛資料館＝函館市末広町
☎ 0138・27・5226 ＝木曜休館

【青森県】
佐井村海峡ミュージアム＝下北郡佐井村（連絡先は観光協会）
☎ 0175・38・4515 ＝月曜休館
野辺地町立歴史民俗資料館＝上北郡野辺地町
☎ 0175・64・9494 ＝月曜休館
市浦歴史民俗資料館＝五所川原市十三土佐
☎ 0173・62・2775
円覚寺寺宝館＝西津軽郡深浦町
☎ 0173・74・2029
深浦町「風待ち館」＝西津軽郡深浦町
☎ 0173・74・3553

【秋田県】
本荘郷土資料館＝由利本荘市石脇
☎ 0184・24・3570
象潟郷土資料館＝にかほ市象潟町
☎ 0184・43・2005 ＝月曜休館
仁賀保勤労青少年ホーム＝にかほ市平沢
☎ 0184・35・4711 ＝月曜休館

【山形県】
旧青山本邸＝飽海郡遊佐町比子青塚
☎ 0234・75・3145 ＝月曜休館
旧鐙屋＝酒田市中町
☎ 0234・22・5001 ＝冬季のみ月曜休館
酒田市立資料館＝酒田市一番町
☎ 0234・24・6544 ＝冬季のみ月曜休館
本間家旧本邸＝酒田市二番町
☎ 0234・22・3562 ＝ 12 月中旬～ 1 月下旬休邸
致道博物館＝鶴岡市家中新町
☎ 0235・22・1199 ＝冬季のみ水曜休館
善寳寺 = 鶴岡市下川
☎ 0235・33・3303

一般公開されている北前船関連施設

著者：加藤貞仁　著作：北前船日本遺産推進協議会　協力：一般社団法人　北前船交流拡大機構　
企画：（株）東映エージエンシー　編集・デザイン：EXAPIECO INC.　印刷製本：三映印刷株式会社
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北前船寄港地・船主集落

北海道小樽市

北海道石狩市

北海道函館市

北海道松前町

青森県野辺地町

青森県鰺ヶ沢町

青森県深浦町

秋田県能代市

秋田県男鹿市

秋田県秋田市

秋田県由利本荘市

秋田県にかほ市

山形県酒田市

山形県鶴岡市

新潟県新潟市

新潟県佐渡市

新潟県長岡市

新潟県出雲崎町

新潟県上越市

富山県富山市

富山県高岡市

石川県輪島市

石川県志賀町

石川県金沢市

石川県白山市

石川県小松市

石川県加賀市

福井県坂井市

福井県南越前町

福井県敦賀市

福井県小浜市

京都府宮津市

大阪府大阪市

大阪府泉佐野市

兵庫県神戸市

兵庫県高砂市

兵庫県姫路市

兵庫県たつの市　

兵庫県新温泉町

兵庫県赤穂市

兵庫県洲本市

鳥取県鳥取市

島根県浜田市

岡山県備前市

岡山県倉敷市

香川県多度津町

広島県尾道市

広島県竹原市

広島県呉市




