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北前船寄港地・船主集落

「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。
ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無
形の様々な文化財群を，地域が主体となって総合的に
整備・活用し，国内だけでなく海外へも戦略的に発信
していくことにより，地域の活性化を図ることを目的
としています。
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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

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
。

　

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
。

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

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（８P、
10Pの写真も同様）

左／日本海の荒波
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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

　

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
。

　

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

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
。

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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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

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
。

　

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
。

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

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

右／松前城
11 10



　

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
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 北海道函館市

松前 函館

新潟

南越前

加賀

敦賀

酒田

鰺ヶ沢

深浦

長岡
（寺泊）

秋田
（土崎）

函館漁港船入澗防波堤灯台
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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。

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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松前 函館

新潟

南越前

加賀

敦賀

酒田

鰺ヶ沢

深浦

長岡
（寺泊）

秋田
（土崎）

青
森
県
鰺
ヶ
沢
町

青
森
県
深
浦
町

風
待
ち
港
で
も
商
品
売
買

青森県鯵ヶ沢町 青森県深浦町

　

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
。

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
。

Fukaura-machiAjigasawa-machi

③ ③

① ①

④ ④

② 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。

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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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
。

松前 函館

新潟

南越前

加賀

敦賀

酒田

鰺ヶ沢

深浦

長岡
（寺泊）

秋田
（土崎）

　

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
。

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

福井県南越前町

石川県加賀市

石
川
県
加
賀
市

福
井
県
南
越
前
町

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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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）

　

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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松前 函館

新潟

南越前

加賀

敦賀

酒田

鰺ヶ沢

深浦

長岡
（寺泊）

秋田
（土崎）山形県酒田市

福井県敦賀市

　
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

秋
⽥
県
秋
⽥
市（
⼟
崎
）　
⼭
形
県
酒
⽥
市

新
潟
県
新
潟
市　
新
潟
県
⻑
岡
市（
寺
泊
）　
福
井
県
敦
賀
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
。

秋田県秋田市（土崎） 新潟県新潟市

新潟県長岡市（寺泊）

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
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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
）、
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
ype

は
、「eX

cellent

」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。

　
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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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。

　

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＝長岡市二ノ関町
☎ 0258・75・3412 ＝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）＝高岡市伏木古口
☎ 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

【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
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
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
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＝敦賀市坂の下小河田
☎ 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

【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
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・2439 ＝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

【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

一般公開されている北前船関連施設

　

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

11
m
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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北前船寄港地・船主集落

北海道函館市

北海道松前町

青森県鰺ヶ沢町

青森県深浦町

秋田県秋田市

山形県酒田市

新潟県新潟市

新潟県長岡市

石川県加賀市

福井県南越前町

福井県敦賀市


