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	 表紙：	河口から3km上流のご神体「河内様（こおったま）」を目指して紀州の古座（こ
ざ）川を遡る「御舟（みふね）」。江戸時代に古式捕鯨で栄えた古座鯨方（くじら
かた）の鯨舟に装飾を施し、軍舟に見立てたもの。日没後は、かの岡本太郎
が「これほど華やかでなまめかしいものだとは想像していなかった」と評
した神秘的な行事「夜籠り神事」も行なわれる（撮影：鈴木拓也）

	 裏表紙上：	尺八の音色にのせて歌われる江差追分。哀愁を帯びた調べが聴く者を惹
きつける。唄は山本康子さん、尺八は山本滋さん。江差の割烹「味処やま
もと」を夫婦で切り盛りしながら、江差追分も披露する（撮影：川本聖哉）

	 裏表紙下：	かつて西海で行なわれた古式捕鯨「網取法」を再現したジオラマ（平戸市生
月町博物館	島の館）。山見の知らせを受けて勢子舟が音を立てながら網に鯨を
追い込み、網を被り動きの鈍った鯨を銛で撃って仕留める（撮影：鈴木拓也）
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作
家
　
　
椎
名 

誠 

さ
ん

心
し
た
。

　

外
国
の
ち
ょ
っ
と
し
た
島
に
日
帰
り
で

行
っ
た
と
き
、
夕
方
の
帰
り
の
船
が
二
便

あ
る
。
ぼ
く
は
夕
陽
の
写
真
を
撮
り
た
か

っ
た
の
で
あ
と
の
ほ
う
に
し
た
の
だ
が
、

そ
の
二
便
目
が
な
か
な
か
こ
な
い
。
南
の

島
は
珊
瑚
礁
の
切
れ
目
か
ら
入
っ
て
く
る

ル
ー
ト
し
か
な
い
の
だ
が
、
暗
く
な
っ
て

し
ま
う
と
も
う
無
理
で
あ
る
。
島
の
人
は

慣
れ
て
い
る
ら
し
く
二
便
に
乗
れ
な
か
っ

た
人
も
案
外
平
気
で
臨
時
の
一
泊
準
備
を

し
て
い
る
。

　

ぼ
く
は
ポ
ー
ト
モ
レ
ス
ビ
ー
と
い
う
母

島
の
港
に
か
え
っ
て
夕
方
に
は
冷
た
い
ビ

ー
ル
を
飲
む
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
が
、

そ
れ
は
虚
し
い
夢
と
消
え
た
。
お
い
て
け

ぼ
り
で
あ
る
。
島
に
お
店
は
な
い
。

　

仲
間
の
一
人
が
水
の
入
っ
た
ガ
ロ
ン
缶

を
持
っ
て
か
え
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
ぼ
く

は
お
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ
た
焦
り
も
あ
っ

て
喉
が
乾
い
て
る
。
乏
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

旅
先
で
水
を
失
っ
た
と
き

　

ず
い
ぶ
ん
沢
山
の
旅
を
し
た
。
途
上
国

な
ど
は
め
っ
た
に
橋
な
ど
つ
く
れ
な
い
の

で
川
が
あ
る
と
船
を
利
用
す
る
し
か
な
い
。

二
十
分
ぐ
ら
い
で
向
こ
う
岸
に
渡
れ
て
し

ま
う
と
こ
ろ
な
ど
は
渡
し
船
ほ
ど
立
派
な

も
の
は
使
わ
ず
、
両
岸
に
ワ
イ
ヤ
ー
を
渡

し
人
々
は
ハ
シ
ケ
の
よ
う
な
も
の
に
乗
っ

て
エ
ン
ジ
ン
が
回
転
し
て
ワ
イ
ヤ
ー
を
ひ

っ
ぱ
っ
て
往
復
す
る
、
と
い
う
の
ど
か
な

も
の
も
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
乗
船
客
の

一
人
が
自
分
の
荷
物
か
ら
竹
筒
を
と
り
だ

し
一
端
に
作
っ
て
あ
る
単
純
な
呑
み
く
ち

か
ら
水
ら
し
き
も
の
を
飲
ん
で
い
る
の
を

見
て
感
心
し
た
。
ぼ
く
は
常
に
水
筒
を
持

っ
て
旅
し
て
い
た
が
地
元
の
人
も
そ
う
や

っ
て
常
に
自
分
の
水
を
携
帯
し
て
い
る
の

だ
。
あ
と
で
聞
い
て
知
っ
た
が
、
そ
の
ハ

シ
ケ
は
と
き
お
り
ワ
イ
ヤ
ー
か
ら
外
れ
て

川
下
に
流
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

　

ま
あ
ち
ょ
っ
と
し
た
漂
流
で
あ
る
。
ま

だ
携
帯
電
話
な
ど
な
か
っ
た
時
代
な
の
で

途
上
国
は
、
そ
う
い
う
ゆ
る
や
か
な
流
れ

で
も
救
助
の
船
が
な
か
な
か
こ
な
い
ら
し

い
。
川
の
水
は
泥
が
多
く
飲
料
に
は
適
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
身
を
守

る
準
備
は
み
な
し
て
い
る
の
だ
な
、
と
感



旅先で水を失ったとき3

カンボジアにあるトンレサップという浅い湖。ここに25万人の水上生活者がいる。沢山ある水を慣れない人が
飲むとアメーバ赤痢になることが多いという　撮影：椎名誠さん

椎名 誠（しいな まこと）

1944年（昭和 19）東京生まれ。流通業界誌編集長を経て、1979年（昭和 54）から小説、エッセイ、ルポ
などの作家活動へ。『さらば国分寺書店のオババ』でデビュー。『アド・バード』（日本SF大賞）などのSF作品、
『わしらは怪しい探検隊』シリーズなどの紀行エッセイ、『岳物語』をはじめとする私小説など著書多数。

ー
シ
ョ
ン
で
水
を
飲
め
る
と
こ
ろ
を
聞
い

た
ら
、
相
手
は
理
解
し
、
天
空
を
指
さ
し

て
い
る
。
最
初
は
「
雨
を
ま
て
」
と
言
っ

て
い
る
の
か
と
思
っ
た
が
空
は
星
だ
ら
け

だ
。
気
持
ち
は
さ
ら
に
焦
っ
た
。
ま
も
な

く
そ
の
若
者
は
少
し
傾
斜
の
あ
る
椰
子
の

木
に
ス
ル
ス
ル
登
り
、
大
き
な
椰
子
の
実

を
三
個
ほ
ど
落
と
し
て
く
れ
た
。

　

ブ
ッ
シ
ュ
ナ
イ
フ
で
飲
み
く
ち
を
作
っ

て
く
れ
て
す
ぐ
に
そ
れ
に
か
ぶ
り
つ
い
た

が
、
い
や
は
や
う
ま
か
っ
た
。
珊
瑚
礁
の

隆
起
で
で
き
て
い
る
南
洋
の
島
に
は
ま
ず

淡
水
の
湧
き
水
な
ど
な
い
。

　

次
に
離
れ
島
に
い
く
と
き
は
予
定
よ
り

多
め
に
水
を
携
帯
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ

た
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
四
十
五
度
ぐ
ら
い

に
な
る
先
住
民
族
の
ブ
ッ
シ
ュ
メ
ン
の
と

こ
ろ
で
は
彼
ら
は
野
生
の
ス
イ
カ
や
メ
ロ

ン
を
水
分
に
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

ウ
ッ
チ
テ
ィ
ク
ラ
ブ
と
い
う
葉
巻
ぐ
ら
い

あ
る
蛾
の
幼
虫
は
水
分
が
多
い
。
生
き
て

い
る
水
筒
だ
。

　

町
を
歩
く
と
五
十
メ
ー
ト
ル
お
き
に
冷

た
い
自
動
販
売
機
の
水
を
得
ら
れ
る
日
本

の
よ
う
に
、
水
に
対
し
て
ま
っ
た
く
ス
ト

レ
ス
の
な
い
国
に
住
ん
で
い
る
と
ど
っ
ち

が
「
異
常
」
な
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

く
る
。



人
や
荷
を
積
ん
で
水
上
を
船
で
行
く
―
―
こ
れ
は
世
界
中

の
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
が
も
つ
昔
か
ら
の
「
知
恵
」
で
あ
る
。

日
本
も
例
外
で
は
な
く
、
一
本
の
木
を
刳く

り
抜ぬ

い
た
丸
木

舟
は
縄
文
時
代
か
ら
、
し
か
も
か
な
り
大
き
な
も
の
が
使

わ
れ
て
い
た
。

江
戸
時
代
の
経
済
・
文
化
の
隆
盛
を
海
運
で
支
え
た
の
は

弁べ
ざ
い
せ
ん

才
船
、
い
わ
ゆ
る
千せ

ん
ご
く
ぶ
ね

石
船
だ
※
。
こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
幕
末
以
降
に
洋
式
船
舶
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
、
移

動
や
物
流
、
漁
業
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
船
を
「
和
船
」
と

呼
ぶ
。
日
本
の
主
要
な
都
市
が
大
き
な
河
口
や
海
岸
沿
い

に
多
い
の
は
、
海
運
や
河
川
の
舟
運
な
し
に
は
成
立
し
に

く
か
っ
た
か
ら
だ
。

船
に
よ
る
交
易
で
賑
わ
い
、
独
自
の
文
化
を
も
つ
に
至
っ

た
港
町
・
湊
町
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
な
か
で
も
今

回
は
、
和
船
で
人
や
も
の
や
技
が
伝
わ
っ
た
こ
と
で
生
ま

れ
た
、
あ
る
い
は
変
容
し
た
文
化
に
着
目
し
た
。
意
外
な

結
び
つ
き
の
あ
る
複
数
の
地
域
を
巡
る
と
、
時
空
を
超
え

て
今こ

ん
に
ち日

に
も
続
く
壮
大
な
人
の
営
み
が
見
え
て
く
る
。
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※
弁
才
船
と
千
石
船
に
つ
い
て

江
戸
時
代
の
海
運
の
主
力
と
し
て
全
国
的
に
活
躍
し
た
代
表
的
な
廻
船
の
船
型
が
弁
才

船
。
そ
し
て
1 

0 

0 

0
石
積
前
後
の
弁
才
船
が
普
及
す
る
に
つ
れ
、積
石
数
に
か
か
わ
ら

ず
大
型
廻
船
と
弁
才
船
、両
方
の
意
味
を
も
た
せ
た
「
千
石
船
」
の
呼
称
が
一
般
化
し
た
。

背景の絵図：桃崎浜文化財収蔵庫の船絵馬　胎内市教育委員会蔵
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和船はどのように発達したか
――構造と機能の盛衰史

そ
も
そ
も
和
船
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
江
戸
時
代
の
弁
才
船
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、日
本
に
お
い

て
発
達
し
、
幕
末
以
降
に
洋
式
船
舶
が
導
入
さ
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
用
い
ら
れ
た
船
が
和
船
だ
。「
横
風
や
逆

風
で
の
帆
走
性
能
は
、西
欧
を
代
表
す
る
多
数
の
横お

う
は
ん帆

を
張
っ
た
船
よ
り
も
理
論
的
に
優
れ
て
い
る
」と
故 

石

井
謙
治
（
昭
和
時
代
の
海
事
史
学
者
）
が
書
き
残
し
て
い
る
よ
う
に
、一
本
マ
ス
ト
に
一
枚
帆
の
弁
才
船
は
時
代
遅

れ
で
は
な
く
、
18
世
紀
後
半
に
は
内
航
（
国
内
の
物
資
輸
送
）
用
の
帆
船
と
し
て
諸
外
国
に
比
べ
て
も
一
流
の
域

に
達
し
て
い
た
と
い
う
。
日
本
の
造
船
史
の
第
一
人
者
で
あ
る
安
達
裕
之
さ
ん
に
、和
船
の
成
り
立
ち
と
発
達

の
歴
史
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

和船が運んだ文化　概論

地
域
ご
と
に

多
様
な
木
造
船

　

和
船
、
す
な
わ
ち
日
本
の
木
造
船
に
つ

い
て
お
話
し
す
る
前
に
、
知
っ
て
お
い
て

い
た
だ
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

基
本
的
に
木
造
船
は
、
地
域
ご
と
に
独

自
で
あ
っ
た
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
地
域

が
違
え
ば
、
船
の
構
造
も
異
な
り
ま
す
。

中
国
大
陸
と
日
本
列
島
は
違
う
し
、
朝
鮮

半
島
も
違
い
ま
す
。
日
本
を
見
て
も
、
日

刳く
り
ぶ
ね船

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
出
土
船
は
、
全

長
5
〜
7 

m
、
幅
50
〜
60 

cm
で
、
か
つ
お

ぶ
し
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
船
材

は
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
太
平
洋
側
が
カ

ヤ
、
日
本
海
側
は
ス
ギ
で
し
た
。

　

縄
文
人
は
丸
木
船
を
沿
岸
や
河
川
、
湖

沼
で
の
交
通
や
漁
猟
に
用
い
ま
し
た
が
、

時
に
は
海
を
渡
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
黒
曜
石
の
分
布
で
確
か
め
ら
れ
ま

す
。
島
根
県
沖
の
隠
岐
島
や
伊
豆
諸
島
の

神こ
う
づ
し
ま

津
島
で
産
出
さ
れ
る
黒
曜
石
は
、
中
国

本
海
と
瀬
戸
内
・
太
平
洋
で
は
違
い
ま
す
。

　

日
本
の
場
合
、
地
域
に
よ
っ
て
使
え
る

材
木
が
違
う
の
が
船
の
異
な
る
原
因
で
す
。

瀬
戸
内
・
太
平
洋
で
は
ク
ス
が
船
材
と
し

て
好
ま
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ク
ス
は
温

暖
な
地
域
に
し
か
生
育
し
な
い
た
め
、
日

本
海
で
は
ス
ギ
の
よ
う
な
直
材
が
船
材
の

主
役
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
植
生
と
い
う

基
本
条
件
が
違
う
た
め
、
材
の
特
性
を
活

か
し
て
船
を
造
る
と
、
必
然
的
に
違
う
構

造
の
船
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
船
の
進
化
、
つ
ま
り
船
の
大

型
化
の
過
程
に
つ
い
て
、
船
の
構
造
を
中

心
に
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

丸
木
舟
を
漕
い
で

海
も
渡
っ
た
縄
文
人

　

日
本
の
船
の
起
源
は
縄
文
時
代
の
丸
木

船
に
あ
り
ま
す
。
一
本
の
木
を
刳く

り
抜
い

た
船
な
の
で
、
造
船
史
で
は
こ
れ
を
単
材

縄文時代後期から晩期にかけての丸木舟（単材
刳船）。材質はスギで、内側に焼いた跡がある
（鳥取市桂見遺跡）　鳥取県埋蔵文化財センター蔵

『法然上人行状絵図』第 34巻 第 2段「鳥羽より乗船淀川を下り給ふの図」。胴体と船首・船尾
のつなぎ目に線があるため、三材構造の複材刳船とわかる（藤堂祐範 江藤澂英 編 中外出版 
1924）　国立国会図書館蔵



水の文化 54号　特集「和船が運んだ文化」 6

かわら

かわら

ちょういた

丁板

きりかけ

切懸
だいしょうふなばり

台床船梁

うわふなばり

上船梁

うわふなばり

上船梁

うわだな

上棚

うわだな

上棚

ねだな

根棚

なかだな

中棚 ねだな

根棚

しもふなばり

下船梁

なかふなばり

中船梁

しもふなばり

下船梁

しもふなばり

下船梁

おもき

面木
おもき

面木

地
方
や
南
関
東
・
東
海
地
方
の
縄
文
時
代

の
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
ま
す
。

部
材
を
組
み
合
わ
せ
る

複
材
刳
船
と
準
構
造
船

　

1 

8 

3 

8
年
（
天
保
9
）
に
尾
張
国
海
東

郡
諸も

ろ
く
わ桑

村
（
愛
知
県
愛
西
市
諸
桑
町
）
で
川
浚ざ

ら

え
の
最
中
に
複
材
刳
船
が
ほ
ぼ
完
全
な
姿

で
出
土
し
ま
し
た
。
複
材
刳
船
は
複
数
の

刳
船
部
材
を
前
後
に
継
い
だ
船
を
い
う
造

船
史
の
用
語
で
、
出
土
船
は
船
首
・
胴
・

胴
・
船
尾
の
ク
ス
の
四
材
を
継
い
で
い
ま

し
た
。
幹
は
太
く
と
も
低
い
と
こ
ろ
で
枝

分
れ
す
る
ク
ス
は
、
大
型
船
に
必
要
な
幅

で
は
要
求
を
満
た
し
て
も
、
長
さ
が
不
足

す
る
た
め
、
刳
船
部
材
の
前
後
継
ぎ
の
技

術
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
胴
の
刳
船
部
材
は
、

半
円
筒
の
形
状
が
屋
根
瓦が

わ
らを

思
わ
せ
る
た

め
、
船
瓦
と
か
瓦か

わ
らと

呼
ば
れ
、
後
に
板
材

に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
て
も
、
瓦
の
称
は
そ

の
ま
ま
残
り
、
江
戸
時
代
に
は
瓦
の
ほ
か

航
な
ど
の
字
を
あ
て
て
い
ま
す
。

　

単
材
刳
船
を
大
型
化
し
た
の
が
複
材
刳

船
で
す
が
、
積
載
量
も
限
ら
れ
、
耐
航
性

に
も
欠
け
る
た
め
、
川
で
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

中
世
の
絵
巻
物
、
例
え
ば
『
法
然
上
人

行
状
絵
図
』
の
淀
川
の
川
船
を
見
る
と
、

船
底
部
に
は
胴
と
船
首
尾
の
刳
船
部
材
の

結
合
部
を
示
す
線
が
描
か
れ
て
お
り
、
三

材
構
成
と
わ
か
り
ま
す
。
諸
桑
村
の
出
土

船
の
よ
う
な
四
材
構
成
の
複
材
刳
船
は
最

大
級
の
川
船
で
、
胴
部
材
が
二
つ
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
「
二
瓦
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

海
で
は
複
材
刳
船
の
両
舷
に
舷げ

ん
そ
く側

板
を

付
け
て
深
さ
を
増
し
、
積
載
量
と
耐
航
性

を
大
き
く
し
た
準
構
造
船
が
活
用
さ
れ
ま

し
た
。
中
世
の
絵
巻
物
に
は
海
船
と
し
て

多
く
の
準
構
造
船
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

中
世
の
船
に
関
し
て
は
絵
巻
物
か
ら
探

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
実
船
の
出
土
例
が

な
い
か
ら
で
す
。
理
由
は
、
廃
船
の
材
の

再
利
用
が
盛
ん
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
例
え
ば
刳
船
の
廃
材
を
用
い
た
井

戸
枠
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

材
の
違
い
が
生
ん
だ

棚
板
造
り
と
面
木
造
り

　

遅
く
も
16
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
、
準
構

造
船
の
船
底
の
刳
船
部
材
を
板
材
に
置
き

換
え
た
棚た

な
い
た板

造
り
の
船
が
出
現
し
ま
し
た
。

棚
板
造
り
は
、
航か

わ
らと

呼
ぶ
船
底
材
に
数
枚

の
棚
板
を
重
ね
継
ぎ
し
、
多
数
の
船ふ

な
ば
り梁

で

補
強
し
た
構
造
を
い
い
ま
す
。
棚
板
構
成

は
根ね

だ
な棚

・
中な

か
だ
な棚

・
上う

わ
だ
な棚

の
三
階
造
り
と
中

棚
の
な
い
二
階
造
り
が
基
本
で
す
。
棚
板

同
士
お
よ
び
棚
板
と
航
・
船
首
材
・
船
尾

材
と
の
結
合
に
は
通と

お
り
く
ぎ釘を

使
い
、
結
合
部

に
は
水
止
め
と
し
て
槙ま

い
は
だ皮

か
檜ひ

わ
だ皮

を
打
ち

込
み
ま
す
。
い
か
に
長
大
で
幅
が
広
く
と

も
、
航
や
棚
板
な
ど
は
何
枚
も
の
板
を
縫ぬ

い

釘く
ぎ

と
鎹

か
す
が
いで

接
ぎ
合
わ
せ
て
つ
く
り
ま
す
。

た
め
に
船
材
の
大
き
さ
に
制
約
さ
れ
ず
、

大
は
2 

0 

0 

0
石
積
か
ら
小
は
伝て

ん
ま
せ
ん

馬
船
ま

で
、
ほ
ぼ
同
じ
構
造
で
建
造
で
き
た
の
で

す
。

　

古
代
・
中
世
を
通
じ
て
瀬
戸
内
海
と
な

ら
ぶ
幹
線
航
路
で
あ
っ
た
日
本
海
で
単
材

刳
船
か
ら
構
造
船
が
出
現
す
る
過
程
は
不

明
で
す
。
単
材
刳
船
は
別
に
し
て
、
大
型

船
の
出
土
例
は
な
く
、
絵
巻
物
に
も
描
か

れ
て
お
ら
ず
、
近
世
前
期
の
海
運
史
料
に

登
場
す
る
面
木
造
り
の
商
船
も
18
世
紀
前

期
に
衰
退
し
、
満
足
な
造
船
関
係
の
資
料

を
今
に
伝
え
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

唐に渡った円仁が帰朝する際の光景を描いた『真如堂縁起』（遣唐使船 復路
の場面）。ただし船型の特徴からすると、制作当時（1524年［大永 4］）の遣
明船をモデルにしたとみられる　真正極楽寺蔵

図 3 面木造りの船体
準構造船を源としつつ、棚板造りとは異
なる発展を遂げた日本海側の「面木造
り」。スギやヒバなど長く育つ木を活か
したためと考えられる　
石井謙治編『復元日本大観 4―船』（世界文化社 
1988）を参考に編集部作成

図 2 棚板造りの構造船
船底材に刳船ではなく板材を用いた棚
板造りの「構造船」
石井謙治著『図説和船史話』（至誠堂 1983）を
参考に編集部作成

図 1 準構造船
船底材に刳船を用いた「準構造船」
石井謙治著『図説和船史話』（至誠堂 1983）を
参考に編集部作成

安達 裕之 さん
あだち ひろゆき

日本海事史学会会長
東京大学名誉教授

1947年大阪府生まれ。東京大学工
学部船舶工学科卒業。東京大学大
学院総合文化研究科教授を経て現
職。専攻は日本造船史。主な著書に
『異様の船――洋式船導入と鎖国体
制』（平凡社 1995）、『日本の船　
和船編』（船の科学館 1998）、『調
べ学習 日本の歴史 日本の船の研究』
（監修／ポプラ社 2001）などがある。
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た
だ
、
面
木
造
り
の
船
体
に
つ
い
て
は

断
片
的
な
資
料
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
お

お
よ
そ
の
見
当
は
つ
き
ま
す
。
面
木
と
は

丸
木
か
ら
刳
り
出
し
た
L
字
形
に
近
い
断

面
形
状
の
船
材
を
い
い
、
対
向
す
る
面
木

の
下
端
に
船
材
を
接
ぎ
合
わ
せ
て
船
底
部

と
し
、
上
端
に
順
次
舷
側
材
を
接
ぎ
合
わ

せ
、
最
後
に
棚
板
を
重
ね
継
ぎ
し
た
船
体

が
面
木
造
り
で
す
。
面
木
造
り
が
棚
板
造

り
と
は
別
の
系
統
の
技
術
に
属
す
こ
と
は
、

連
続
的
な
外
板
構
成
と
接
ぎ
合
わ
せ
を
基

本
と
す
る
材
の
継
ぎ
方
を
見
れ
ば
一
目
瞭

然
で
す
。
船
材
だ
け
に
限
っ
て
も
、
面
木

の
よ
う
な
特
殊
な
材
を
必
要
と
す
る
と
こ

ろ
に
面
木
造
り
の
特
色
が
あ
り
ま
す
。

　

複
材
刳
船
に
起
源
を
有
す
る
航
が
、
海

船
で
は
二
材
も
し
く
は
三
材
、
大
型
の
川

船
で
は
四
材
を
継
い
だ
の
に
対
し
て
、
面

木
が
一
材
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
本
海
の

準
構
造
船
が
単
材
刳
船
を
船
底
部
と
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
。
と
す
る

な
ら
、
棚
板
の
枚
数
を
増
や
し
、
棚
板
を

外
に
開
か
せ
て
船
の
大
型
化
を
図
っ
た
瀬

戸
内
・
太
平
洋
と
違
っ
て
、
日
本
海
で
は

準
構
造
船
の
船
底
部
を
分
割
し
て
面
木
と

し
、
間
に
船
材
を
入
れ
て
幅
を
広
げ
、
面

木
に
舷
側
材
を
継
ぎ
足
し
て
深
さ
を
増
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
船
の
大
型
化
を
な
し
遂

げ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
す
。
こ
の
よ

う
に
直
材
の
性
質
を
活
か
し
た
面
木
造
り

は
、
棚
板
造
り
と
は
技
術
の
系
譜
を
異
に

す
る
と
は
い
え
、
棚
板
造
り
同
様
、
日
本

の
豊
富
な
森
林
資
源
を
背
景
に
成
立
し
た

技
術
で
あ
る
こ
と
で
は
同
じ
で
す
。

節
税
と
積
載
効
率
を

両
立
し
た
北
前
船
の
知
恵

　

強
力
な
統
一
政
権
下
、
江
戸
時
代
に
国

内
海
運
は
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
ま
す
。

　

全
国
が
水
運
網
で
覆
わ
れ
、
膨
大
な
人

口
を
抱
え
る
大
坂
・
江
戸
を
中
心
と
し
て

商
品
流
通
が
活
発
化
し
ま
し
た
。
な
か
で

も
上
方
・
江
戸
間
は
当
代
随
一
の
幹
線
航

路
で
、
大
坂
か
ら
木
綿
や
油
な
ど
の
日
用

品
を
積
ん
だ
菱ひ

が
き垣

廻
船
や
灘
・
伊
丹
な
ど

の
酒
を
積
む
樽た

る

廻
船
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

　

国
内
海
運
の
主
力
廻
船
と
し
て
活
躍
し

た
の
が
弁べ

ざ
い
せ
ん

才
船
で
、
多
く
の
派
生
型
・
地

方
型
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
地
方
型
の
代

表
が
北き

た
ま
え
ぶ
ね

前
船
で
す
。
海
運
史
で
は
北
前
船

を
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
蝦
夷
地
と
大
坂

を
結
ん
だ
日
本
海
の
買か

い
づ
み
せ
ん

積
船
、
つ
ま
り
船

主
が
荷
主
を
兼
ね
、
自
分
の
船
に
自
分
の

荷
物
を
積
ん
で
商
売
す
る
船
の
意
味
で
用

い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
北
前
船
を
弁
才
船

の
一
地
方
型
の
意
味
に
限
定
し
ま
す
。

　

北
前
船
の
船
と
し
て
の
特
徴
は
、
大
き

く
反
り
上
が
っ
た
船
首
尾
と
大
き
く
膨
ら

ま
せ
た
胴
の
間
で
、
一
目
で
区
別
が
つ
き

ま
し
た
。
北
前
船
は
実じ

っ
つ
み
こ
く
す
う

積
石
数
が
大だ

い
く
け
ん

工
間

尺じ
ゃ
くを

上
回
る
こ
と
で
も
有
名
で
す
。

　

大
工
間
尺
は
、
航
の
長
さ
と
腰こ

し
あ
て当

の
幅

と
深
さ
を
掛
け
合
わ
せ
て
一
○
で
除
す
積

石
数
算
出
法
で
す
。
普
通
、
実
積
石
数
と

右近権左衛門（うこん・ごんざえもん）所有の「八幡丸（や
はたまる）」（1357石積）。船首が大きく反った北前型弁才
船で、矧付（はぎつけ）も高い。福井県南条郡河野（こうの）
村（現 南越前町）の磯前（いそまえ）神社に奉納された写真
『日本の船―和船編』（船の科学館 1998）より転載／南越前町蔵

弁才船（右）と菱垣廻船（左）。菱垣廻船はひし形に組んだ垣立の格子が特徴。1785年（天明 5）
若宮八幡宮に奉納された「菱垣廻船絵馬」より　若宮八幡宮蔵／画像提供：岡山県立博物館

大
工
間
尺
は
一
致
し
、
こ
の
時
の
満
載
喫

水
線
は
腰
当
船
梁
の
下
面
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
遅
く
も
18
世
紀
末
以
降
、
主
要
寸

法
を
変
え
ず
に
実
積
石
数
を
増
大
さ
せ
る

方
法
が
流
行
し
ま
す
。
方
法
は
二
つ
。
胴

の
間
の
矧は

ぎ
つ
け付

（
上
棚
に
継
ぎ
足
し
た
舷
側
板
）

を
高
く
し
て
、
船
足
を
深
く
入
れ
る
か
、

胴
の
間
を
張
ら
せ
る
か
で
す
。
い
ず
れ
か

一
つ
を
と
る
の
が
普
通
で
す
が
、
北
前
船

は
二
つ
を
同
時
に
と
っ
た
た
め
、
幕
末
以

降
、
大
工
間
尺
の
7
割
増
し
の
実
積
石
数
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船
は
遠
距
離
の
大
廻
し
と
近
距
離
の
小
廻

し
に
分
か
れ
、
小
廻
し
に
は
お
お
む
ね
2 

0 

0 

石
積
以
下
の
小
船
を
用
い
る
の
が
通

例
で
す
が
、
折
衷
化
の
度
合
い
に
差
が
あ

り
ま
し
た
。
大
廻
し
で
は
船
首
尾
に
洋
式

の
補
助
帆
を
追
加
す
る
程
度
の
わ
ず
か
な

洋
式
技
術
の
摂
取
で
済
ま
せ
る
北
前
船
の

よ
う
な
船
が
珍
し
く
な
く
、一
方
、小
廻

し
で
は
帆
柱
を
二
本
に
し
て
ス
ク
ー
ナ
ー

式
の
縦
帆
を
揚
げ
た
り
、
舵
を
洋
式
化
す

る
な
ど
洋
式
技
術
の
摂
取
は
顕
著
で
し
た
。

　

1 

9 

2 

3
年
（
大
正
12
）
出
版
の
小
型
船

の
積
量
測
度
の
入
門
書
の
な
か
で
東
京
逓

信
局
海
事
部
の
編
者
は
こ
う
述
べ
て
い
ま

す
。
現
今
、
昔
な
が
ら
の
帆
装
は
日
本
海

の
北
前
船
や
越
中
船
に
多
く
、
瀬
戸
内
・

太
平
洋
で
は
は
な
は
だ
ま
れ
で
あ
る
、
と
。

　

折
衷
化
の
波
は
漁
船
に
ま
で
押
し
寄
せ
、

折
衷
型
漁
船
が
出
現
し
ま
し
た
。
こ
の
船

の
船
体
構
造
は
西
洋
型
で
、
船
体
形
状
は

和
船
型
で
す
。
在
来
漁
船
の
二
階
造
り
に

な
ら
っ
た
船
体
形
状
を
和
船
型
の
船
体
形

状
と
い
い
、
船
体
に
角
が
あ
り
ま
す
。
今

日
で
は
船
体
に
角
の
あ
る
船
は
珍
し
く
あ

り
ま
せ
ん
が
、
往
時
の
木
造
船
で
は
和
船

を
除
け
ば
ま
れ
で
し
た
。

　

今
日
で
は
純
粋
な
意
味
で
の
和
船
は
姿

を
消
し
ま
し
た
が
、
角
の
あ
る
船
体
の
船

に
面
影
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
9
日
取
材
）

い
て
い
た
の
で
、
朱
印
船
の
渡
航
を
停
止

す
る
に
は
年
寄
連れ

ん
し
ょ
ほ
う
し
ょ

署
奉
書
を
長
崎
に
下
す

だ
け
で
十
分
で
、
1 

6 

0 

9
年
の
よ
う
な

措
置
は
必
要
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

五
代
将
軍
綱
吉
以
降
、
軍
船
無
用
の
泰

平
の
時
代
が
続
き
、
大
船
建
造
禁
止
令
は

死
文
と
化
し
ま
す
。
こ
の
禁
令
に
は
立
法

趣
旨
が
条
文
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
う
え
、

禁
止
の
対
象
が
「
大
船
」
で
あ
っ
た
た
め
、

本
来
の
立
法
趣
旨
が
あ
い
ま
い
に
な
れ
ば
、

国
内
の
政
治
状
況
や
国
際
環
境
、
そ
れ
に

時
代
の
推
移
に
よ
る
大
船
の
意
味
の
変
化

に
応
じ
て
、
そ
の
時
に
問
題
と
な
る
大
船

を
読
み
込
み
、
新
た
に
立
法
趣
旨
を
定
め

ら
れ
ま
す
。
大
船
は
、
相
対
的
に
大
き
な

船
を
指
す
ほ
か
、
当
代
の
代
表
的
な
大
型

船
の
代
名
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
幕
末

に
は
西
欧
の
航
洋
船
が
和
船
に
比
し
て
巨

大
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
西
欧
船
も
し
く

は
航
洋
船
な
か
ん
ず
く
洋
式
船
を
意
味
し

ま
し
た
。
た
め
に
大
船
建
造
禁
止
令
は
、

鎖
国
祖
法
観
の
浸
透
と
と
も
に
海
外
渡
航

可
能
な
船
を
禁
じ
る
鎖
国
維
持
の
法
と
し

て
復
活
を
遂
げ
ま
す
。

漁
船
に
ま
で
及
ん
だ

技
術
の
和
洋
折
衷
化

　

幕
末
に
洋
式
帆
船
技
術
が
導
入
さ
れ
る

と
技
術
の
折
衷
化
が
始
ま
り
ま
す
。
在
来

幕末につくられた和洋折衷の船「幕府の豊島（嶌）形（としまがた）」。
『遊撃隊起終並南蝦夷戦争記（ゆうげきたいきしゅうならびにみなみえ
ぞせんそうき）下』（玉置弥五左衛門）より　函館市中央図書館蔵

が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
節
税
と
積
載
効

率
の
要
求
を
同
時
に
満
た
す
船
は
絶
え
ず

造
ら
れ
ま
し
た
。
18
世
紀
末
以
降
の
弁
才

船
も
そ
の
一
例
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

大
船
建
造
禁
止
令
の
変
遷
に

見
る
江
戸
期
の
和
船
事
情

　

江
戸
幕
府
は
1 

6 

0 

9
年
（
慶
長
14
）
に

軍
船
・
商
船
を
問
わ
ず
西
国
大
名
の
5 

0 

0 

石
以
上
の
船
を
没
収
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
水
軍
の
主
力
艦
の
安あ

た
け
ぶ
ね

宅
船
を
没
収
し
て

大
名
の
水
軍
力
を
抑
止
す
る
こ
と
を
主
眼

と
し
た
政
策
で
あ
り
、
以
後
、
西
国
で
は

5 

0 

0 

石
以
上
の
船
は
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

1 

6 

3 

5
年
（
寛
永
12
）
に
幕
府
は
武
家

諸
法
度
を
改
訂
し
て
、
大た

い
せ
ん
け
ん
ぞ
う

船
建
造
禁
止
令

を
制
定
し
、
5 

0 

0 

石
以
上
の
船
の
禁
止

を
全
国
化
し
ま
し
た
。
大
船
建
造
禁
止
令

は
軍
船
・
商
船
を
問
わ
ず
5 

0 

0 

石
以
上

の
在
来
船
を
禁
止
す
る
法
令
で
す
が
、
西

国
以
外
に
は
5 

0 

0 

石
以
上
の
商
船
が
多

数
存
在
し
て
い
た
た
め
、
商
人
か
ら
苦
情

が
出
て
、
結
局
、
3
年
後
に
商
船
を
対
象

か
ら
外
し
て
軍
船
だ
け
の
禁
止
に
し
ま
す
。

　

な
ぜ
幕
府
は
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
禁

止
し
た
と
き
に
造
船
制
限
を
し
な
か
っ
た

の
か
と
い
い
ま
す
と
、
話
は
簡
単
で
す
。

幕
府
は
海
外
貿
易
を
完
全
な
統
制
下
に
置

徳川秀忠が1631年（寛永 8）に命じてつくらせ、3年後に完成した安宅船『安宅丸』。当時
の大名たちが決してつくることができなかった超大型で豪華な軍船。一度も戦うことなく、半世
紀後に解体された。『御船（おふね）図』より　Image: TNN Image Archives



和
船
が
運
ん
だ
文
化

4
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー

和
船
が
運
ん
だ
数あ

ま
た多

の
文
化
。
そ
の
な
か
で
も
、遠
距
離
で
あ
り

な
が
ら
伝
播
し
た
地
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
テ
ー
マ
を

取
り
上
げ
、双
方
の
地
を
編
集
部
が
巡
っ
た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
は
？

S
t
o
r
y 

1

昆
布
ロ
ー
ド

富
山
藩
と
薩
摩
藩
に
よ
る
「
知
ら
れ
ざ
る
交
易
」

F o u r  S t o r i e s

S
t
o
r
y 

2

陶
器

武
家
社
会
の
到
来
が
結
ん
だ
、
東
北
と
東
海
の
「
縁
」

S
t
o
r
y 

3

民
謡

信
州
か
ら
北
海
道
・
江
差
へ
伝
わ
っ
た
「
無
形
文
化
」

S
t
o
r
y 

4

古
式
捕
鯨

紀
州
・
瀬
戸
内
・
西
海
が
昇
華
さ
せ
た
「
捕
鯨
文
化
」

江差町「鴎島」の
北前船係船跡
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昆布ロードがもたらした
明治維新と食文化
だしや煮しめの具材など、日本人の食生活になくてはならない昆布。産地は羅臼、利尻などに代表される北海道
が有名だが、消費量では富山県が際立って多く、数年前までは不動の全国 1位だった。昆布の採れない富山県で、
なぜ食されているのか。それは江戸時代、富山県域が昆布をはじめとする海産物を運んだ海上流通の中継地を多
く擁していたことに端を発する。同じく昆布が生息しない沖縄（琉球）でも食されているのは、富山藩の商人た
ちが薩摩藩に昆布を持ち込んでいたからだ。この富山藩と薩摩藩による「知られざる交易」が、やがて倒幕へと
つながる。その痕跡を富山県と鹿児島県でたどった。

和船が運んだ文化　Story1

昆布のとれない富山県だが、今でもおにぎりには海苔ではなくとろろ昆布を巻く
撮影協力：株式会社四十物（あいもの）昆布

1863年（文久 3）の薩英戦争で使われた「十文字砲」。砲身には島津家の
家紋「丸十紋」が刻まれている　撮影協力：尚古集成館



昆布ロードがもたらした明治維新と食文化11

函館

富山
江戸（東京）

清へ
（中国）

清へ
（中国）

敦賀
京都
大阪

下関

西まわり航路 東
ま
わ
り
航
路

鹿児島

琉球王国（沖縄）

松前
7～8世紀

17～18世紀

14世紀

17世紀

18世紀

18世紀

小浜

長崎

神通川

常願寺川

富山湾

庄川

小矢部川
黒部川

富山

高岡

城端

東
岩
瀬
港

生
地
港水

橋
港

氷
見
港伏
木
港

放
生
津
港 魚

津
港

富
山
藩
と
薩
摩
藩
―
―

外
様
同
士
の
暗
中
飛
躍

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

北
前
航
路
が
拓
か
れ
た
江
戸
時
代
中
期
か

ら
幕
末
、
明
治
に
か
け
て
、
蝦
夷
地
（
北

海
道
）
で
収
穫
さ
れ
た
昆
布
は
北
前
船
で

京
都
・
大
坂
へ
運
ば
れ
る
だ
け
で
な
く
、

薩
摩
か
ら
琉
球
を
経
て
、
さ
ら
に
は
中
国

（
清
）
ま
で
届
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
道
筋

を
「
昆
布
ロ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
。

　

当
時
、
昆
布
は
重
要
な
品
だ
っ
た
。
甲

状
腺
障
害
が
流
行
し
て
い
た
清
で
は
予
防

の
た
め
ヨ
ー
ド
を
多
く
含
む
昆
布
が
求
め

ら
れ
て
い
た
が
、
海
水
温
が
高
い
清
で
は

良
質
な
昆
布
は
育
た
な
い
。
そ
こ
で
財
政

の
悪
化
し
た
薩
摩
藩
は
、
東
ア
ジ
ア
の
海

洋
貿
易
の
中
継
地
と
し
て
栄
え
て
い
た
琉

全
国
に
販
路
を
広
げ
た

越
中
富
山
の
薬
売
り

　

当
時
の
越

え
っ
ち
ゅ
う
の
く
に

中
国
（
注
2
）
に
は
、
富
山

藩
領
の
岩
瀬
、
本
家
・
加
賀
藩
領
の

放ほ
う
じ
ょ
う
づ

生
津
や
伏ふ

し
き木

と
い
っ
た
港
が
北
前
船
の

寄
港
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た
。
北
海
道

の
松
前
か
ら
昆
布
や
ニ
シ
ン
を
積
ん
だ
北

前
船
が
寄
港
し
て
荷
を
下
ろ
し
、
越
中
国

か
ら
は
米
や
ワ
ラ
製
品
な
ど
が
積
み
込
ま

球
王
国
を
介
し
、
清
に
対
し
て
「
抜
け

荷
」（
注
1
）
と
呼
ば
れ
る
密
貿
易
を
始
め

る
。
清
へ
の
貢
ぎ
物
の
一
つ
が
松
前
産
の

良
質
な
昆
布
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
北
海
道
か
ら
は
遠
い
薩
摩
藩

で
、
昆
布
の
入
手
は
容
易
で
は
な
い
。
そ

こ
で
薩
摩
藩
が
目
を
つ
け
た
の
が
富
山
藩
。

と
も
に
外
様
大
名
で
あ
り
財
政
の
逼
迫
し

た
富
山
藩
と
薩
摩
藩
が
密
か
に
手
を
結
び

互
い
に
利
益
を
得
る
。
薩
摩
藩
は
密
貿
易

で
得
た
利
潤
で
財
政
を
立
て
直
し
、
倒
幕

へ
と
向
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

　

北
前
船
を
舞
台
と
し
た
両
藩
の
企
て
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

越中の寄港地・東岩瀬港での交易で財をなした北前船廻船問屋「森家」の外観。東
岩瀬における海商の町家の形を残す。国指定重要文化財

日本の食文化を広げた「昆布ロード」
北海道漁業協同組合連合会のホームページ
「昆布の旅」を参考に編集部作成

越中（富山県）の主な北前船寄港地
伏木北前船資料館（旧秋元家住宅）のパネル
を参考に編集部作成

れ
、
運
ば
れ
た
。

　

薩
摩
藩
と
の
つ
な
が
り
で
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
も
の
に
、「
越
中
富
山
の
薬
売
り
」

（
注
3
）
で
知
ら
れ
る
富
山
藩
の
売
薬
が
あ

る
。
元
禄
年
間
（
1 

6 

8 

8
〜
1 

7 

0 

4
）
か

ら
現
在
ま
で
3 

0 

0 

年
以
上
続
く
伝
統
的

産
業
だ
。
売
薬
が
生
ま
れ
た
背
景
に
、
富

山
の
厳
し
い
自
然
環
境
が
あ
っ
た
。

　

富
山
藩
は
、
加
賀
藩
の
一
部
と
し
て
1 

2 

0 

万
石
を
誇
る
大
名
・
前
田
家
の
領
内

よ
り
、
支
藩
と
し
て
1 

6 

3 

9
年
（
寛
永

16
）
に
成
立
。
石
高
は
10
万
石
だ
が
、
大

半
の
領
地
や
港
な
ど
の
交
通
の
要
衝
は
加

賀
藩
が
押
さ
え
、
富
山
藩
に
残
さ
れ
た
の

は
神じ

ん
づ
う
が
わ

通
川
に
沿
う
縦
長
の
、
稲
作
に
は
不

利
な
領
地
だ
っ
た
。

「
神
通
川
は
水
勢
の
強
い
川
で
し
た
。
加

え
て
東
に
あ
る
常じ

ょ
う
が
ん
じ
が
わ

願
寺
川
に
も
領
地
が
挟

ま
れ
て
い
る
の
で
、
た
び
た
び
洪
水
に
見

舞
わ
れ
て
、
米
づ
く
り
は
難
し
い
土
地
で

富
山
藩

「日本のベニス」とも呼ばれる内川の風景。かつて富山県射水市（旧新湊市）の海岸
部にあった放生津湊の、運河のような役割を果たした

（注 1）抜け荷

江戸時代に幕府の禁令を破って行なわれたいわゆる密貿易のこと。当時外
国との取引は公には長崎の会所を通して行なわれ、厳重に統制されていた。

（注 2）越中国

現在の富山県域を占めた旧国名。律令制下で北陸道に属す。富山
藩は越中国の中央部（おおむね神通川流域）を領有。
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財
政
再
建
を
目
指
す

薩
摩
藩
の
目
論
見

　

同
じ
こ
ろ
、
島
津
家
を
藩
主
と
す
る
薩

摩
藩
も
ま
た
財
政
難
に
あ
え
い
で
い
た
。

　

火
山
灰
地
で
あ
る
薩
摩
は
も
と
も
と
農

業
に
よ
る
生
産
力
が
低
か
っ
た
。
そ
の
う

え
参
勤
交
代
で
財
を
消
耗
し
、
加
え
て
江

戸
城
の
改
修
、
木
曽
川
治
水
工
事
な
ど
を

幕
府
か
ら
命
ぜ
ら
れ
、
莫
大
な
出
費
を
強

い
ら
れ
た
。
財
政
は
常
に
火
の
車
。
八
代

藩
主
・
島
津
重し

げ
ひ
で豪

の
こ
ろ
に
は
5 

0 

0 

万

両
（
当
時
の
藩
の
収
入
の
30
〜
40
年
分
に
相
当
）

に
も
達
す
る
借
金
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
。

　

1 

6 

0 

9
年
（
慶
長
14
）
に
琉
球
王
国

（
以
下
、
琉
球
）
を
征
服
し
幕
府
に
そ
の
支

し
た
」
と
、
富
山
市
売
薬
資
料
館
の
兼
子

心も
と

さ
ん
は
話
す
。
こ
れ
ら
の
暴
れ
川
は
歴

史
に
残
る
大
水
害
を
し
ば
し
ば
引
き
起
こ

し
て
き
た
。
富
山
藩
は
長
年
に
わ
た
る
財

政
難
に
陥
り
、
領
民
は
農
閑
期
に
外
に
出

て
商
売
を
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
の

た
め
登
場
し
た
の
が
売
薬
だ
っ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
水
が
豊
富
な
こ
と
は
、
薬
を
つ

く
る
に
は
好
条
件
だ
っ
た
。
兼
子
さ
ん
は

「
豊
富
な
雪
解
け
水
や
衛
生
的
な
水
は
薬

づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
」
と
言
う
。

「〈
寒
の
水
〉
と
い
っ
て
、
大
寒
の
こ
ろ

に
と
れ
る
水
を
薬
に
使
い
ま
し
た
。
薬
種

や
道
具
を
洗
う
の
に
水
は
必
要
で
す
し
、

薬
種
を
粉
砕
す
る
に
も
水
車
の
動
力
を
利

用
し
ま
し
た
」

　

製
薬
に
適
し
た
富
山
の
気
候
と
地
形
。

そ
の
代
表
作
が
「
反は

ん

魂ご
ん

丹た
ん

」
と
い
う
薬
だ
。

富
山
藩
二
代
藩
主
・
前
田
正ま

さ
と
し甫

が
江
戸
詰

め
の
際
、
江
戸
城
で
腹
痛
を
起
こ
し
た
あ

る
大
名
に
反
魂
丹
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ

た
ち
ま
ち
回
復
し
、
大
名
伝
い
に
全
国
に

知
れ
渡
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。

　

売
薬
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
商
売
の
範
囲
を

守
っ
て
活
動
し
た
。
得
意
先
の
デ
ー
タ
を

記
し
た
帳
面
を
「
懸か

け
ば
ち
ょ
う

場
帳
」
と
呼
び
、
こ

れ
自
体
が
商
売
を
す
る
権
利
（
商
売
株
）
だ

っ
た
。
売
薬
人
た
ち
は
懸
場
帳
を
も
と
に

全
国
へ
行
商
に
出
か
け
、
富
山
藩
も
1 

8 

1 

6
年
（
文
化
13
）
に
反
魂
丹
役
所
を
設
置

す
る
な
ど
保
護
と
統
制
を
行
な
う
。

「
売
薬
人
も
こ
の
こ
ろ
に
1 

7 

0 

0
人
か

ら
2 

2 

0 

0
人
に
増
え
、
富
山
藩
の
一
大

産
業
に
な
り
ま
し
た
。
幕
末
に
は
4 

5 

0 

0
人
が
売
薬
に
従
事
し
て
い
た
の
で
す
」

と
、
伏
木
観
光
推
進
セ
ン
タ
ー
の
上か

み 

忠
た
だ
し

さ
ん
は
言
う
。
売
薬
が
い
か
に
富
山
藩
の

収
入
源
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
る
。

配
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
薩
摩
藩
は
、
奄

美
諸
島
の
生
産
物
「
黒
糖
」
を
大
坂
に
運

び
専
売
品
と
し
て
利
益
を
得
て
い
た
。
ま

た
、
琉
球
経
由
で
清
か
ら
入
手
し
た
唐か

ら
も
の物

（
中
国
製
品
）
を
新
潟
・
海
老
江
湊
経
由
で

江
戸
や
東
北
、
北
陸
へ
流
通
し
て
収
入
源

と
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
薩
摩
藩
は
よ
り

大
量
の
昆
布
を
確
保
し
、
琉
球
を
経
由
し

富山藩の売薬の名を広めた「反
魂丹」の薬袋。これは最近寄付
された江戸時代のもの　富山市
売薬資料館蔵

得意先に薬を配置するとき
に用いる「預箱（あずけば
こ）」。時代とともに素材や
形状が変わっていったことが
わかる。上は富山市売薬資
料館の学芸員、兼子心さん

射水市新湊博物館にある北
前船の模型。射水市柴家所
蔵の長船丸（ながふねまる）
600石積型をモデルにした。
実物のほぼ7分の1の縮尺。
左は伏木観光推進センター
の上 忠さん

（注 4）町年寄

江戸時代の町役人の呼称の一つ。町
役人の筆頭にあり、町内の日常行政を
取り扱う有力者。身分としては町民と
なる。

（注 5）八尾

富山県富山市の南部を占める地域。

（注3）富山の薬売り

富山藩の家庭薬行商人。また、その行
商のこと。江戸初期に始まるといわれ、
藩の保護・統制を受けて発展。全国各
地の得意先に薬を置き、年に1～2回
訪問して使用分の代価を清算し、薬を
補充した。

薩
摩
藩
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て
清
に
献
上
す
る
策
を
打
つ
。

　

そ
こ
で
目
を
つ
け
た
の
が
富
山
の
売
薬

人
た
ち
で
あ
る
。
売
薬
人
は
全
国
を
22
ブ

ロ
ッ
ク
に
分
け
、
行
商
先
の
地
方
に
仲な

か
ま間

組ぐ
み

を
つ
く
り
販
売
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ

の
な
か
に
薩
摩
藩
内
で
売
薬
を
行
な
う
商

人
団
「
薩
摩
組
」
が
あ
っ
た
。

　

薩
摩
藩
は
こ
の
薩
摩
組
に
対
し
て
領
内

で
の
売
薬
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
松
前
の

良
質
な
昆
布
の
提
供
を
求
め
た
の
だ
。
当

時
の
薩
摩
藩
は
経
済
上
の
問
題
か
ら
他
藩

の
商
人
の
出
入
り
を
禁
じ
て
い
た
が
、
薩

摩
組
の
出
入
り
の
み
例
外
的
に
認
め
た
。

　

売
薬
人
た
ち
に
と
っ
て
も
薩
摩
と
手
を

組
む
こ
と
は
メ
リ
ッ
ト
だ
っ
た
。

　

売
薬
が
和
漢
薬
生
成
の
材
料
に
用
い
る

薬
種
は
、
清
か
ら
の
輸
入
品
に
依
存
し
て

薬
」
と
名
乗
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

「
薩
摩
藩
領
で
浄
土
真
宗
と
知
ら
れ
る
と

薬
は
没
収
さ
れ
営
業
停
止
に
な
り
ま
す
か

ら
、
売
薬
人
た
ち
は
〈
八
尾
〉
と
い
う
富

山
南
部
の
地
名
を
使
い
、
そ
こ
か
ら
来
た

と
偽
っ
て
商
売
を
し
て
い
ま
し
た
。
越
中

と
は
名
乗
れ
て
も
、
富
山
と
は
名
乗
れ
な

か
っ
た
の
で
す
」
と
、
鹿
児
島
市
西
郷
南

洲
顕
彰
館
の
館
長
、
徳
永
和
喜
さ
ん
は
話

す
。

　

そ
の
後
、
薩
摩
組
の
商
人
た
ち
は
た
び

た
び
営
業
差
止
を
受
け
た
が
、
そ
の
た
び

に
木
村
喜
兵
衛
が
差
止
解
除
を
藩
に
交
渉

し
、
ま
た
時
に
は
差
止
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
に
薩
摩
藩
に
喜
ば
れ
る
献
上
品
の
提
案

も
行
な
っ
た
。
松
前
産
の
昆
布
も
、
も
と

は
薩
摩
組
が
薩
摩
藩
領
で
営
業
を
認
め
て

も
ら
う
た
め
に
、
木
村
が
指
示
し
た
献
上

品
の
一
つ
だ
っ
た
。

　

ま
た
、「
密
貿
易
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に

関
し
て
徳
永
さ
ん
は
こ
う
指
摘
す
る
。

「
1 

6 

3 

9
年
（
寛
永
16
）
に
幕
府
が
鎖
国

令
を
出
し
ま
す
。
こ
の
時
に
幕
府
が
認
め

た
貿
易
港
は
唯
一
長
崎
の
出
島
で
あ
る
と

い
う
記
述
が
歴
史
教
科
書
に
あ
り
ま
す
が
、

誤
り
で
す
。
実
際
に
は
琉
球
口く

ち

、
対
馬
口
、

松
前
口
、
そ
し
て
幕
府
が
公
に
認
め
る
長

崎
口
。
外
交
史
で
は
〈
四
つ
の
口
〉
と
言

い
ま
す
が
、
こ
の
四
つ
の
港
は
幕
府
が
許

可
し
た
貿
易
港
で
し
た
」

い
た
。
江
戸
時
代
に
日
本
に
入
っ
て
く
る

薬
種
は
長
崎
の
出
島
か
ら
い
っ
た
ん
大
坂

の
道ど

し
ょ
う
ま
ち

修
町
に
集
ま
り
、
薬
種
問
屋
を
通
じ

て
全
国
に
流
通
し
て
い
た
。
し
か
し
高
価

な
た
め
、
売
薬
人
も
ま
た
薬
種
を
安
く
仕

入
れ
る
方
法
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
。

密
貿
易
は
幕
府
公
認
だ
っ
た
!?

　

1 

8 

4 

7
年
（
弘
化
4
）、
薩
摩
組
は
仲

介
人
で
あ
る
鹿
児
島
町
年
寄
（
注
4
）
の

木
村
喜
兵
衛
か
ら
総
額
5 

0 

0 

両
の
資
金

援
助
を
受
け
て
昆
布
の
運
搬
を
開
始
す
る
。

昆
布
を
買
い
取
っ
た
の
が
薩
摩
藩
で
あ
る

こ
と
が
幕
府
に
ば
れ
ぬ
よ
う
、
薩
摩
藩
は

町
年
寄
で
あ
る
木
村
を
仲
介
役
と
し
昆
布

を
購
入
さ
せ
て
い
た
よ
う
だ
。

　

蝦
夷
で
仕
入
れ
た
昆
布
は
、
富
山
を
代

表
す
る
売
薬
商
家
・
密み

つ
だ田

家
が
所
有
す
る

2
隻
の
船
で
、
薩
摩
藩
の
山
川
港
ま
で
運

ば
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　

当
時
の
薩
摩
藩
は
、
富
山
の
売
薬
人
に

と
っ
て
逆
境
の
地
だ
っ
た
。
幕
府
が
鎖
国

政
策
を
と
る
な
か
で
、
薩
摩
藩
も
他
藩
の

出
入
り
を
厳
し
く
監
視
す
る
「
二
重
鎖

国
」
の
状
態
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
薩
摩

藩
は
浄
土
真
宗
を
禁
教
と
し
て
い
た
。
富

山
藩
は
浄
土
真
宗
が
盛
ん
な
た
め
、
売
薬

人
た
ち
は
薩
摩
藩
領
で
「
富
山
の
売
薬
」

と
名
乗
れ
ず
、「
越
中
八や

つ
お尾

（
注
5
）
の
売

薩摩藩の琉球口貿易の舞台だった山川港。鹿児島県の薩摩半島先端付近にあり、波の穏やか
な天然の良港。島津氏は1583年（天正11）にここを拠点港として確保している

『堆錦螺鈿衝立』より「進貢船（しんこうせん）寄港の図」。
進貢船とは琉球から進貢（貢ぎ物を献上すること）のために
中国に渡った船のこと。右ページの北前船とは異なる構造
であることがわかる　鹿児島県歴史資料センター黎明館蔵

薩摩藩との仲介役を務めた町年寄・木村喜兵衛から薩摩組に宛てた書
状の一部。富山を代表する売薬商家・密田家が保管していた。献上品
だけでなく金品も要求されたという
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「
富
山
藩
が
売
薬
を
す
る
際
の
方
針
と
し

て
、
ま
ず
は
各
家
に
薬
を
配
置
し
、
使
っ

た
分
だ
け
お
金
を
頂
く
〈
先せ

ん
よ
う
こ
う
り

用
後
利
〉
の

方
法
を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
先
に
用
い
て

後
に
利
す
る
。
あ
る
意
味
相
手
を
思
い
や

る
福
祉
事
業
的
な
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
販
売
精
神
が
売
薬
を
長
い
間
支
え
て

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
が

も
た
ら
し
た
食
文
化

　

1 

8 

8 

0
年
代
（
明
治
期
）
に
入
り
蒸
気

船
が
進
出
し
、
鉄
道
や
道
路
が
整
備
さ
れ

る
と
北
前
船
は
か
つ
て
の
勢
い
を
失
っ
た
。

密
貿
易
も
終
わ
り
を
迎
え
る
。
し
か
し
、

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
の
中
継
地
で
は
、
各
地

の
食
文
化
と
昆
布
が
結
び
つ
き
独
自
の
昆

　

長
崎
以
外
の
三
つ
の
港
は
、
長
崎
で
ト

ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
際
に
輸
入
が
途
絶
え
る

事
態
を
防
ぐ
た
め
、
補
助
貿
易
港
と
し
て

開
港
し
て
い
た
の
だ
。

　

幕
府
に
と
っ
て
は
安
全
弁
の
一
つ
に
過

ぎ
な
か
っ
た
琉
球
口
を
、
借
金
が
膨
れ
上

が
る
薩
摩
藩
は
返
済
の
切
り
札
に
し
よ
う

と
考
え
た
。
幕
府
か
ら
数
回
に
わ
た
る
貿

易
量
制
限
を
命
じ
ら
れ
る
も
、
薩
摩
藩
は

琉
球
口
貿
易
の
拡
大
を
続
け
る
。
徳
永
さ

ん
は
言
う
。

「
世
に
い
う
密
貿
易
と
は
薩
摩
藩
に
よ
る

不
正
規
ル
ー
ト
で
の
貿
易
活
動
を
指
す
の

で
は
な
く
、
薩
摩
藩
が
幕
府
か
ら
許
さ
れ

た
範
囲
を
逸
脱
し
た
貿
易
活
動
と
考
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
」　

調所広郷の肖像画。調所は財
政改革を成功させ、のちに家老
格となるが、謎の死を遂げる　
尚古集成館保管

透明ガラスに色ガラスを厚く被せ、色ガラスにカット
文様を施した「薩摩切子」。1851年（嘉永 4）、薩
摩藩主となった島津斉彬が西欧列強に対抗して近代
化を推し進める「集成館事業」の一つとして始めた

射水市新湊博物館の松山
充宏主任学芸員

薩
摩
藩
と
富
山
藩
、

そ
れ
ぞ
れ
が
得
た
も
の

　

清
と
の
貿
易
で
莫
大
な
利
益
を
得
た
薩

摩
藩
は
、
財
政
の
立
て
直
し
に
成
功
す
る
。

そ
の
立
役
者
が
八
代
藩
主
・
重
豪
に
才
覚

を
認
め
ら
れ
、
5 

0 

0 

万
両
の
財
政
整
理

の
責
任
者
に
任
用
さ
れ
た
調ず

し
ょ
ひ
ろ
さ
と

所
広
郷
だ
。

清
と
の
密
貿
易
を
藩
政
改
革
（
注
6
）
の
一

つ
に
掲
げ
、
財
政
立
て
直
し
に
奔
走
し
た
。

　

調
所
の
努
力
に
よ
り
藩
の
収
入
は
増
え
、

借
金
5 

0 

0 

万
両
を
返
済
し
た
だ
け
で
な

く
、
50
万
両
の
貯
蓄
も
達
成
し
た
。
身
分

が
低
く
茶
坊
主
上
が
り
だ
っ
た
調
所
は
功

績
が
認
め
ら
れ
、
57
歳
で
家
老
格
に
昇
進

す
る
。

「
外
洋
に
近
い
薩
摩
は
常
に
周
囲
を
警
戒

し
情
報
戦
に
は
長
け
て
い
た
が
、
な
か
で

も
調
所
は
市
場
読
み
に
優
れ
た
、
当
時
と

し
て
は
ず
ば
抜
け
た
経
済
人
」
と
徳
永
さ

ん
は
評
す
る
。
と
こ
ろ
が
1 

8 

4 

8
年

（
嘉
永
元
）、
調
所
は
江
戸
で
服
毒
死
す
る
。

幕
府
に
密
貿
易
が
知
れ
る
こ
と
を
怖
れ
て

の
自
殺
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
詳
細
は

わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

薩
摩
藩
は
1 
8 
5 
1
年
（
嘉
永
4
）
に
11

代
藩
主
と
な
っ
た
島
津
斉な

り
あ
き
ら彬の

も
と
、
洋

式
の
機
械
工
場
群
を
数
カ
所
建
設
す
る
。

ガ
ラ
ス
、
鉄
、
綿
布
な
ど
の
ほ
か
に
火
薬
、

砲
弾
、
大
砲
な
ど
の
武
器
も
製
造
し
た

「
集し

ゅ
う
せ
い
か
ん

成
館
事
業
」
だ
。
西
洋
事
情
に
詳
し

か
っ
た
斉
彬
が
列
強
の
武
力
を
危
惧
し
て

進
め
た
事
業
で
、
集
成
館
で
鋳
造
し
た
大

砲
が
後
に
イ
ギ
リ
ス
の
軍
艦
に
大
打
撃
を

与
え
、
倒
幕
の
武
器
に
も
用
い
ら
れ
た
。

密
貿
易
で
得
た
利
益
が
結
果
的
に
倒
幕
資

金
の
一
助
と
な
り
、
明
治
維
新
を
迎
え
る

こ
と
と
な
る
。

　

尚
古
集
成
館
で
学
芸
員
を
務
め
る
山
内

勇
輝
さ
ん
は
、「
江
戸
や
大
坂
か
ら
見
れ
ば

薩
摩
藩
は
辺
境
の
地
で
す
が
、
裏
を
返
せ

ば
外
国
に
近
い
。
日
本
の
南
端
に
あ
り
な

が
ら
最
先
端
の
工
場
群
を
つ
く
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、
外
国
の
知
識
や
技
術
が
手

に
入
り
や
す
か
っ
た
た
め
で
す
」
と
話
す
。

　

一
方
で
、
富
山
の
売
薬
人
た
ち
に
も
利

益
は
あ
っ
た
。
松
前
か
ら
運
ん
だ
昆
布
の

見
返
り
と
し
て
中
国
産
の
良
質
で
安
い
薬

種
を
買
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
関
係
す
る

廻
船
問
屋
な
ど
も
大
い
に
潤
っ
た
。

　

現
存
す
る
資
料
が
少
な
く
、
富
山
藩
が

売
薬
事
業
で
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
を
上
げ
た

か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
富
山
藩

領
の
み
な
ら
ず
越
中
国
全
体
に
売
薬
に
携

わ
る
人
々
が
多
か
っ
た
事
実
を
み
れ
ば
、

富
山
藩
が
売
薬
に
よ
り
相
当
の
利
益
を
得

て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

売
薬
が
4 

0 

0 

年
近
く
続
い
て
き
た
理

由
に
つ
い
て
、
射い

み
ず
し

水
市
新
湊
博
物
館
の
松

山
充
宏
主
任
学
芸
員
は
言
う
。

参考文献
『海洋国家薩摩』（南方新社）、『海の掛け橋 昆布ロードと越中』（北日本新
聞社）、『昆布と日本人』（日本経済新聞出版社）、『富山の薬―反魂丹』（富
山市売薬資料館）、『近世日本海海運史の研究―北前船と抜荷』（東京堂出
版）、『図録 薩摩のモノづくり――島津斉彬の集成館事業』（尚古集成館）

（注 6）藩政改革

調所が行なったことは、ほかに奄
美大島の黒糖の独占専売制度の
強化、偽金づくりなども挙げられる。
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Story1

布
食
が
生
ま
れ
た
。

　

北
海
道
で
は
主
に
ダ
シ
と
し
て
昆
布
を

利
用
す
る
が
、
北
陸
で
は
薄
く
削
り
と
ろ

ろ
昆
布
に
、
大
阪
で
は
佃
煮
に
す
る
。
関

東
は
「
昆
布
ロ
ー
ド
」
の
到
達
が
遅
か
っ

た
た
め
、
消
費
量
が
さ
ほ
ど
伸
び
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

沖
縄
で
は
昆
布
を
豚
肉
や
野
菜
と
炒
め

て
食
べ
る
「
ク
ー
ブ
イ
リ
チ
ー
（
昆
布
の
炒

め
物
）」
や
、
地
元
で
獲
れ
る
魚
を
昆
布
で

巻
い
た
「
ク
ー
ブ
マ
チ
（
昆
布
巻
き
）」
ほ

か
、
豊
富
な
昆
布
料
理
が
家
庭
に
根
づ
い

て
い
る
。

　

富
山
県
で
は
、
お
に
ぎ
り
に
巻
く
の
は

海
苔
で
は
な
く
と
ろ
ろ
昆
布
。
黒
部
市
に

あ
る
株
式
会
社
四あ

い
も
の

十
物
昆
布
の
四
十
物
直

之
社
長
に
よ
る
と
、「
昆
布
は
子
ど
も
の
こ

ろ
か
ら
食
べ
つ
け
て
い
る
家
庭
の
定
番
」

だ
そ
う
だ
。

「
鍋
に
大
根
、
人
参
、
昆
布
を
た
く
さ
ん

入
れ
て
煮
込
ん
だ
も
の
を
毎
日
煮
返
し
て

食
べ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
富
山
の
食
文
化
。

栄
養
も
一
度
に
摂
れ
ま
す
。
こ
の
辺
は
共

働
き
の
家
庭
が
多
か
っ
た
の
で
、
昔
か
ら

の
知
恵
で
し
ょ
う
」

　

ま
た
、
富
山
県
射
水
市
の
中
六
醸
造
元

が
製
造
す
る
醤
油
が
、
甘
口
で
あ
る
と
い

う
興
味
深
い
事
実
に
も
ぶ
つ
か
っ
た
。
甘

い
醤
油
と
い
え
ば
九
州
だ
が
、
四
代
目
・

板
林
勇
樹
さ
ん
い
わ
く
「
当
社
の
創
業
者

は
、
修
業
先
の
『
味
は
地
元
の
人
の
好
み

に
合
わ
せ
な
さ
い
』
と
い
う
言
い
つ
け
に

従
っ
て
こ
の
味
を
決
め
た
そ
う
で
す
」。

北
前
船
の
寄
港
地
だ
っ
た
放
生
津
に
甘
口

醤
油
が
根
づ
い
て
い
る
の
は
、
薩
摩
と
の

交
流
を
意
味
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

日
本
近
代
化
の
礎
と
な
っ
た
壮
大
な

「
昆
布
ロ
ー
ド
」
は
、
同
時
に
日
本
の
食

文
化
を
広
げ
た
道
で
も
あ
っ
た
。
今
回
の

取
材
で
昆
布
を
見
る
目
が
変
わ
り
そ
う
だ
。

（
2 

0 

1 

6
年
7
月
20
〜
21
日
、
7
月
25
〜
26
日
取
材
）

四十物昆布社長の四十物直之さ
ん。昆布だけでなく昆布ロードの歴
史についても講演する機会が多い

昆布を豚肉や野菜と炒めて食
べる「クーブイリチー」

　

琉
球
に
往
来
し
た
薩
摩
廻
船
は
、
食
材

の
昆
布
や
か
つ
お
節
、
茶
・
煙
草
な
ど
の

嗜
好
品
の
ほ
か
、
鉄
鍋
・
髪
油
な
ど
の
生

活
雑
貨
を
運
ん
だ
。
他
方
、
琉
球
か
ら
は

特
産
の
黒
砂
糖
を
中
心
に
薬
用
ウ
コ
ン
（
鬱

金
）
や
藍
染
め
用
の
藍
玉
、
中
国
産
の
薬

種
そ
の
他
の
唐
物
が
積
み
出
さ
れ
た
。
藩

へ
納
め
る
年
貢
米
の
ほ
か
に
、
鹿
児
島
城

下
に
あ
る
琉
球
館
で
売
却
さ
れ
た
主
力
商

品
は
黒
砂
糖
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
「
茶
」
と

「
昆
布
」
に
焦
点
を
あ
て
、
近
世
の
琉
球
を

め
ぐ
る
交
易
品
の
流
通
に
結
ば
れ
た
飲
食

文
化
の
一
面
を
見
て
い
こ
う
。

茶
の
流
通

　

熊
本
県
人
吉
市
と
球く

ま磨
郡
一
帯
で
作
ら

れ
た
球
磨
茶
は
、
琉
球
で
も
広
く
流
通
し

た
。
人
吉
藩
で
は
1 

8 

0 

4
年
（
文
化
元
）

に
茶
の
「
専
売
制
」
を
し
く
が
、
こ
の
流

通
規
制
の
あ
お
り
を
受
け
、
琉
球
で
も
茶

の
品
不
足
が
深
刻
化
し
た
。
専
売
制
か
ら

2
年
後
、
琉
球
王
府
の
役
人
が
薩
摩
藩
に

要
請
し
た
史
料
（『
琉
球
館
文
書
』）
に
よ
る

と
、
琉
球
で
は
諸
士
か
ら
庶
民
に
い
た
る

ま
で
球
磨
茶
を
常
用
し
て
き
た
が
、
出
荷

停
止
と
な
っ
た
た
め
薩
摩
産
の
茶
を
取
り

寄
せ
た
が
、
風
味
香
り
に
乏
し
い
。
そ
こ

で
琉
球
へ
積
み
出
す
茶
の
う
ち
、
特
に
望

む
者
の
た
め
に
「
六
百
俵
」
分
を
球
磨
茶

と
し
、
ほ
か
を
薩
摩
産
と
し
た
い
と
い
う
。

　

そ
の
後
、
人
吉
藩
の
勘
定
奉
行
田
代
善

右
衛
門
の
『
備
忘
録
』
に
よ
れ
ば
、 
1 
8 
1 

8
年
（
文
政
元
）
に
球
磨
茶
の
直
買
い
を
希

望
す
る
琉
球
舘
と
3
年
契
約
を
結
ん
で
い

る
。
こ
れ
を
仲
介
し
た
「
求く

ま麻
問
屋
」
の

渡
辺
喜
兵
衛
は
、
人
吉
藩
の
産
物
を
扱
う

薩
摩
商
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
武
井
弘
一

氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
球
磨
茶
は
緑
茶
の

な
か
で
も
香
り
が
強
い
種
類
で
、
そ
の
た

め
琉
球
で
も
人
気
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
香
り
の
嗜
好
に
マ
ッ
チ
し
た

球
磨
茶
の
ほ
か
に
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り

が
特
徴
の
中
国
茶
（
サ
ン
ピ
ン
茶
）
が
福
州

か
ら
大
量
に
輸
入
さ
れ
た
。
王
国
末
期
の

統
計
に
よ
る
と
、
1 

8 

7 

7
年
（
明
治
10
）

上
半
期
だ
け
で
日
本
茶
、
中
国
茶
あ
わ
せ

て
23
万
7 

5 

4 

5
斤
（
約
14
万
2 

5 

2 

7 

kg
）
が
那
覇
港
に
輸
入
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

日
本
列
島
の
昆
布
流
通
圏

　

南
か
ら
北
に
視
点
を
転
じ
る
と
、
18
世

紀
に
蝦
夷
地
開
発
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
、

襟
裳
岬
を
越
え
て
東
へ
と
拡
大
し
た
。
そ

の
こ
ろ
大
坂
か
ら
瀬
戸
内
海
、
下
関
、
日

本
海
沿
岸
を
経
て
松
前
、
函
館
ま
で
往
来

し
た
北
前
船
の
活
動
に
よ
り
、
北
海
産
の

に
し
ん
や
昆
布
が
大
量
に
流
通
す
る
よ
う

に
な
る
。
さ
ら
に
、
19
世
紀
に
富
山
の
薬

売
り
を
介
し
て
薩
摩
か
ら
南
へ
運
ば
れ
た

昆
布
は
、
沖
縄
の
食
文
化
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
。
祝
い
ご
と
に
欠
か
せ
な
い

昆
布
料
理
は
、
刻
み
こ
ぶ
に
豚
肉
を
入
れ
、

コ
ン
ニ
ャ
ク
・
か
ま
ぼ
こ
な
ど
の
具
を
加

え
て
炒
め
る
。
豚
肉
を
芯
に
し
た
こ
ぶ
巻

き
は
、
だ
し
汁
と
醤
油
、
黒
砂
糖
で
煮
込

む
。
結
婚
式
な
ど
の
祝
儀
に
は
、
長
さ
10 

cm
ほ
ど
に
切
っ
た
昆
布
を
両
端
か
ら
結
び
、

両
家
の
「
縁
結
び
」
の
煮
物
と
し
て
使
う
。

　

こ
う
し
た
「
飲
食
文
化
」
を
根
底
で
支

え
た
の
が
、「
船
と
物
流
」
で
あ
る
。
そ
の
歴

史
を
た
ど
る
と
、
日
本
列
島
の
南
と
北
を

つ
な
ぐ
広
域
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
垣
間

見
え
る
。

船
が
運
ん
だ
琉
球
の
飲
食
文
化

　
真ま

え
ひ
ら

栄
平 

房
昭
さ
ん
（
琉
球
大
学
教
授
）

中六醸造元の四代目・板林勇樹さん
と同社の甘口醤油商品

Column
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陶
器
が
つ
な
ぐ
奥
州
と
東
海
平
泉
で
大
量
消
費
さ
れ
た

中
世
の
常
滑
焼
と
渥
美
焼

　

東
北
地
方
最
大
の
河
川
、
北
上
川
。
は

る
か
昔
よ
り
悠
々
と
流
れ
る
こ
の
大
河
は

水
上
の
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
12

世
紀
（
平
安
時
代
末
期
）、
北
上
川
中
流
の
平

泉
を
拠
点
に
東
北
地
方
を
掌
握
し
て
い
た

奥
州
藤
原
氏
は
、
太
平
洋
の
海
運
と
北
上

川
の
水
運
を
活
か
し
て
遠
隔
地
と
結
び
つ

く
こ
と
で
、
そ
の
繁
栄
を
築
い
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
証
拠
の
一
つ
が
、
平
泉
の
遺
跡
群

か
ら
発
見
さ
れ
る
東
海
産
の
常
滑
焼
や
渥

美
焼
の
出
土
品
だ
。
こ
の
時
代
、
重
く
て

壊
れ
や
す
い
陶
器
を
9 

0 

0 

km
も
離
れ
た

東
海
か
ら
東
北
ま
で
大
量
に
陸
上
輸
送
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
船

で
太
平
洋
を
渡
り
、
さ
ら
に
北
上
川
を
遡

っ
て
平
泉
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

斎
藤
さ
ん
か
ら
「
中
世
の
常
滑
焼
と
渥

美
焼
に
詳
し
い
人
」
と
紹
介
さ
れ
た
の
が

愛
知
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
の
中
野
晴
久

さ
ん
。
編
集
部
は
、
知
多
古こ

よ
う窯

址
群
の
一

つ
「
大
池
古
窯
」
で
中
野
さ
ん
の
レ
ク
チ

ャ
ー
を
受
け
た
。

　

中
野
さ
ん
は
「
中
世
に
お
い
て
、
常
滑

焼
と
渥
美
焼
は
大
甕か

め

や
壺
を
つ
く
る
技
術

東
北
地
方
は
米
や
鉱
物
な
ど
豊
か
な
資
源
に
恵
ま
れ
、
そ
れ
ら
を

日
本
各
地
に
送
り
出
す
一
方
で
、
衣
料
品
や
醸
造
食
品
、
陶
磁
器

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
工
業
製
品
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
東
北
学
院
大

学
教
授
の
斎
藤
善
之
さ
ん
は
「
す
で
に
古
代
末
期
の
12
世
紀
に
は

東
海
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
向
け
て
大
量
の
陶
器
が
送
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
奥
州
藤
原
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た

平
泉
か
ら
常と

こ
な
め
や
き

滑
焼
と
渥あ

つ
み
や
き

美
焼
が
大
量
に
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
仙
台
藩
の
米
が
廻
船
で
江
戸
に
運
ば
れ
、
帰

り
に
は
江
戸
か
ら
古
着
や
薬
、
陶
器
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
資
が
こ

の
地
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
北
上
川
流
域
に
は
今
で
も
そ
の
当

時
の
記
録
や
痕
跡
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。
そ

こ
で
斎
藤
さ
ん
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
と
東
北
の
取
材
同
行
を
お
願

い
し
、
北
上
川
流
域
に
お
け
る
中
世
と
近
世
、
二
つ
の
時
代
に
ま

た
が
る
陶
器
の
流
れ
を
追
う
こ
と
に
し
た
。

和船が運んだ文化　Story2

石巻市の水沼地区にある亀向山龍泉院（きこうさんりゅうせんいん）で大切に保管されていた江戸時代の常滑焼と伝わる大壺
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平泉

知多半島
渥美半島

石巻

愛知学院大学の非常勤講師を務
める中野晴久さん。中世の常滑
焼・渥美焼を長年研究している。
右は上から見た4号窯。トンネル
になっているところが「焼成（しょ
うせい）室」で、奥の平らな部分
で甕を、手前の傾斜面で茶碗な
どを並べて焼いた

山を掘り抜いて地中に築かれた「大池古窯」の 4号窯（左）と5号窯
を下から見る。手前で燃料の木などを燃やし、その焔が上に上がっていく

で
他
の
窯
業
地
を
一
歩
リ
ー
ド
し
て
い
ま

し
た
」
と
話
す
。

　

常
滑
焼
は
平
泉
の
隆
盛
と
同
じ
12
世
紀

初
め
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
穴あ

な
が
ま窯

で
製
造

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
半
島
全
体
が
粘

土
や
砂
の
堆
積
し
た
地
層
で
、
非
常
に
掘

り
や
す
く
、
窯
を
つ
く
る
の
に
適
し
た
地

盤
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
常
滑
を
中
心
に

3 

0 

0 

0
基
を
超
え
る
穴
窯
が
次
々
と
つ

く
ら
れ
た
。
こ
れ
は
同
時
代
の
窯
業
地
と

比
べ
て
も
圧
倒
的
な
数
だ
。

「
常
滑
焼
に
使
わ
れ
る
土
は
、
粘
度
が
高

く
低
温
で
焼
き
締
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

大
き
く
て
堅
牢
な
甕
を
安
定
的
に
つ
く
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
も
う
一
つ
革
新
的

だ
っ
た
の
は
、
焼
締
め
の
甕
を
赤
色
に
焼

き
あ
げ
る
技
術
を
手
に
入
れ
た
こ
と
で

す
」
と
中
野
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
れ
ま
で
の
甕
は
、
灰
色
や
黒
っ
ぽ
い

も
の
ば
か
り
だ
っ
た
。
常
滑
焼
の
工
人
た

ち
は
、
窯
内
の
空
気
の
流
れ
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る
こ
と
で
表
面
を
酸
化
さ
せ
て

「
赤
く
」
焼
き
あ
げ
る
こ
と
に
成
功
し
、

実
用
性
、
デ
ザ
イ
ン
性
と
も
に
優
れ
た
常

滑
焼
が
全
国
に
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

一
方
、
知
多
半
島
に
向
き
合
う
よ
う
に

延
び
る
渥
美
半
島
で
も
、
同
じ
時
期
に
窯

業
が
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
常
滑
ほ
ど
い
い

土
に
恵
ま
れ
ず
大
量
生
産
は
で
き
な
か
っ

た
。
代
わ
り
に
蓮れ

ん
べ
ん
も
ん

弁
文
や
袈け

さ
だ
す
き
も
ん

裟
襷
文
な
ど
、

ほ
か
に
は
な
い
文
様
の
壺
が
生
み
出
さ
れ
、

評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
常
滑
焼
は
既
製
品
、
渥
美
焼
は
オ
ー
ダ

ー
メ
イ
ド
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
」
と
中

野
さ
ん
。
国
産
の
陶
器
で
は
時
代
の
先
端

を
い
く
高
級
品
と
し
て
需
要
が
高
く
、
な

か
で
も
圧
倒
的
な
消
費
地
が
平
泉
だ
っ
た
。

武
士
の
台
頭
で

陶
器
が
必
要
に

　

な
ぜ
平
泉
で
常
滑
焼
、
渥
美
焼
が
大
量

に
消
費
さ
れ
た
の
か
。
斎
藤
さ
ん
の
紹
介

で
平
泉
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
の
八
重
樫

忠た
だ
お郎

さ
ん
に
お
会
い
し
た
。

　

八
重
樫
さ
ん
に
よ
る
と
、
そ
の
背
景
に

は
、
武
家
と
酒
の
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た

と
い
う
。
12
世
紀
は
、
武
士
が
勃
興
し
た

時
代
だ
。
武
家
に
と
っ
て
酒
宴
は
政
治
的

な
場
と
し
て
重
要
だ
っ
た
。
酒
の
席
で
序

列
を
決
め
、
主
従
関
係
を
明
確
に
し
、
強

い
武
家
が
権
勢
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

　

酒
宴
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
づ

け
る
の
が
、
平
泉
各
所
で
発
掘
さ
れ
る

「
か
わ
ら
け
」
と
い
う
小
さ
い
素
焼
き
の

器
。
武
士
の
酒
席
で
は
、
か
わ
ら
け
を
使

い
捨
て
の
杯
と
し
て
使
う
の
が
習
わ
し
だ

っ
た
。
平
泉
の
柳や

な
ぎ
の
ご
し
ょ
い
せ
き

之
御
所
遺
跡
で
は
、
10

ト
ン
以
上
の
か
わ
ら
け
が
山
積
み
で
発
見

さ
れ
た
と
い
う
。
い
か
に
酒
宴
が
多
か
っ

た
か
が
窺
え
る
。

　

酒
は
武
家
に
欠
か
せ
な
い
と
す
れ
ば
、

斎藤 善之 さん
さいとう よしゆき

東北学院大学経営学部 教授

1958年栃木県生まれ。1981年宇
都宮大学教育学部卒業。1987年早
稲田大学大学院文学研究科博士後
期課程単位取得退学、1995年「内
海船と幕藩制市場の解体」で早大博
士（文学）。日本福祉大学知多半島
総合研究所嘱託研究員などを経て
現職。専門は日本近世史、海運港湾
史。主な著書に、『海の道、川の道』
（山川出版社 2003）、『日本の時代
史 17近代の胎動』（吉川弘文館 
2003、共著）など。
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屋
敷
で
大
量
の
酒
を
貯
蔵
あ
る
い
は
製
造

し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
貯

蔵
容
器
と
な
る
大
甕
や
、
酒
を
注
ぎ
分
け

る
際
に
使
う
甕
・
壺
と
し
て
常
滑
焼
・
渥

美
焼
が
重
用
さ
れ
た
。
立
派
な
壺
や
甕
で

ふ
ん
だ
ん
に
酒
を
振
る
舞
う
こ
と
が
、
武

家
の
権
威
の
象
徴
と
な
っ
た
。

奥
州
藤
原
氏
が
展
開
し
た

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
海
運
交
易

　

常
滑
焼
・
渥
美
焼
は
、
ど
の
よ
う
に
平

泉
ま
で
運
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

斎
藤
さ
ん
は
「
太
平
洋
側
は
強
い
海
流

や
季
節
風
な
ど
の
影
響
で
難
所
が
多
い
た

め
、
日
本
海
の
よ
う
な
船
に
よ
る
交
易
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
そ
の
説
を
覆
し
太
平
洋
側
に
も
海

上
交
通
の
道
が
あ
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た

の
が
平
泉
の
常
滑
焼
や
渥
美
焼
の
大
甕
で

し
た
。
そ
し
て
房
総
半
島
の
外
側
を
回
る

ル
ー
ト
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

八
重
樫
さ
ん
は
「
中
世
の
海
運
交
易
の

全
容
を
つ
か
む
の
は
難
し
い
で
す
が
、
近

年
の
研
究
で
は
、
か
な
り
広
い
エ
リ
ア
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
語

る
。

　

例
え
ば
中
尊
寺
金
色
堂
の
螺ら

で
ん鈿

細
工
に

使
わ
れ
て
い
る
夜や

こ
う
が
い

光
貝
は
、
奄
美
大
島
か

ら
平
泉
に
運
ば
れ
た
と
い
う
の
が
今
の
定

説
だ
。
ま
た
金
色
堂
の
高
欄
（
手
す
り
）
の

部
分
は
東
南
ア
ジ
ア
産
の
紫し

た
ん檀

で
で
き
て

い
る
。
中
国
か
ら
の
壺
や
経き

ょ
う
て
ん典な

ど
も
多

数
あ
る
。
12
世
紀
の
平
泉
は
、
豊
富
に
採

れ
る
砂
金
や
材
木
を
武
器
に
、
東
シ
ナ
海

ま
で
商
圏
を
広
げ
て
い
た
よ
う
だ
。

「
10
世
紀
の
『
新
猿
楽
記
』
と
い
う
書
物

を
見
る
と
、
金
儲
け
の
た
め
に
全
国
を
飛

び
回
る
自
由
な
商
人
が
す
で
に
い
た
よ
う

で
す
。
も
し
か
し
た
ら
12
世
紀
に
は
、
私

た
ち
が
想
像
す
る
よ
り
ず
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
交
易
ル
ー
ト
が
確
立
し
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
八
重
樫
さ
ん
）

　

柳
之
御
所
遺
跡
の
見
学
を
終
え
、
近
く

の
バ
イ
パ
ス
か
ら
周
辺
を
眺
め
た
。
御
所

の
方
向
に
広
が
る
土
地
に
、
一
段
低
い
段

差
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
八
重
樫
さ
ん

か
ら
北
上
川
に
開
か
れ
た
湊
の
跡
だ
と
教

え
ら
れ
た
場
所
だ
。

　

斎
藤
さ
ん
は
「
こ
こ
は
北
上
川
に
注
ぐ

支
流
が
合
流
す
る
地
点
で
、
入
江
に
な
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
に
北
上
川
か
ら

の
船
を
碇
泊
さ
せ
て
荷
を
揚
げ
お
ろ
し
し

た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
柳
之
御
所
遺
跡

も
す
ぐ
近
く
で
す
。
河
口
か
ら
は
お
よ
そ

80 

km
の
地
点
で
す
が
、
北
上
川
は
河
床
勾

配
が
ゆ
る
い
た
め
、
海
抜
は
20 ｍ
ほ
ど
し

か
上
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
の
川
に
し

て
は
ゆ
る
や
か
で
舟
運
に
は
向
い
て
い
た

1 柳之御所遺跡で出土した渥美焼の大甕。高
さ90.4cm、推定口径 54.0cmで渥美産とし
ては最大のもの　2 平泉町内の遺跡から出土
した常滑四耳壺（しじこ）。平安時代後期のも
の　1、2 平泉町教育委員会蔵　3 平泉を代表する
土器「かわらけ」。清らかさが尊ばれたため、一
度きりの使い捨て食器と考えられる　岩手県教
育委員会蔵　4 武家社会の隆盛と常滑焼・渥美
焼の関係を語る平泉町まちづくり推進課の八
重樫忠郎さん　5 平安時代末期に奥州藤原
氏が政治を行なった場所と考えられている柳
之御所遺跡　6 柳之御所遺跡の裏手にある
低地。湊の跡と考えられる

12

3

4

5

6
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平泉

登米

石巻

東
北
新
幹
線

仙台

一ノ関

北上川

旧
北
上
川

の
で
す
」
と
い
う
。

陶
器
が
つ
な
い
だ

石
巻
と
東
海
の
縁

　

1 

9 

8 

4
年
（
昭
和
59
）、
旧
北
上
川
の

支
流
・
真
野
川
の
上
流
に
あ
る
石
巻
市
水

沼
地
区
で
3
基
の
窯
跡
が
発
見
さ
れ
た
。

水
沼
古
窯
と
呼
ば
れ
る
こ
の
窯
跡
は
、
12

世
紀
前
半
、
ま
さ
に
平
泉
が
常
滑
焼
や
渥

美
焼
を
東
海
か
ら
取
り
寄
せ
は
じ
め
た
こ

ろ
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
八
重
樫

さ
ん
に
よ
る
と
、
平
泉
の
史
跡
か
ら
は
水

沼
の
窯
で
焼
い
た
陶
器
も
発
見
さ
れ
て
い

て
、
そ
こ
に
は
渥
美
焼
特
有
の
袈
裟
襷
文

の
文
様
ま
で
施
さ
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

奥
州
藤
原
氏
は
こ
う
し
た
優
れ
た
陶
器

を
自
分
た
ち
の
手
で
生
産
し
た
い
と
考
え

た
の
だ
ろ
う
。
渥
美
焼
の
工
人
を
石
巻
近

郊
の
水
沼
地
区
に
住
ま
わ
せ
て
、
そ
こ
に

窯
を
つ
く
ら
せ
た
。
し
か
し
水
沼
窯
は
わ

ず
か
30
〜
40
年
で
操
業
を
停
止
し
て
し
ま

う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
八
重
樫
さ
ん

は
水
沼
の
粘
土
が
愛
知
県
ほ
ど
焼
き
物
に

適
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
興
味
深
い
の
は
、
水
沼
に
来
た
渥
美
の

工
人
ら
の
子
孫
が
こ
の
地
に
定
住
し
た
こ

と
で
、
そ
の
後
も
東
海
と
石
巻
と
の
文
化

的
な
つ
な
が
り
が
長
く
続
い
た
こ
と
で

す
」
と
斎
藤
さ
ん
。

　

そ
の
足
で
水
沼
地
区
に
あ
る
古
刹
、
亀き

向こ
う
さ
ん
り
ゅ
う
せ
ん
い
ん

山
龍
泉
院
を
訪
ね
た
。

　

龍
泉
院
は
知
多
半
島
の
内う

つ
み海

に
あ
る
性

し
ょ
う

海か
い
じ寺

の
末
寺
と
さ
れ
る
。
16
世
紀
半
ば
、

性
海
寺
の
和
尚
、
天て

ん
い
か
ん
さ
い

以
乾
斎
が
奥
州
に
向

か
い
水
沼
に
至
っ
た
と
き
に
迎
え
た
水
沼

の
有
力
者
、
亀か

め
や
ま
い
せ

山
伊
勢
が
自
分
の
山
荘
を

与
え
て
寺
と
し
た
。
そ
れ
が
龍
泉
院
の
創

始
と
伝
わ
る
。

　

斎
藤
さ
ん
は
「
天
以
乾
斎
和
尚
が
水
沼

を
最
終
目
的
地
と
し
た
の
は
偶
然
で
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
亀

山
伊
勢
と
い
う
名
前
に
も
伊
勢
湾
、
つ
ま

り
東
海
と
の
関
係
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
。
こ
の
地
域
に
尾
張

姓
や
内
海
姓
が
多
い
と
さ
れ
る
の
も
渥
美

の
工
人
が
移
り
住
ん
だ
名
残
だ
ろ
う
か
。

「
石
巻
で
は
東
海
地
方
ゆ
か
り
の
姓
を
も

つ
人
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
な
か
に
は
事

業
欲
が
旺
盛
な
方
た
ち
も
多
く
い
ま
し
た
。

後
に
北
上
川
に
内
海
橋
を
か
け
た
水
沼
の

豪
農
で
酒
造
家
で
も
あ
っ
た
内
海
五
郎
兵

衛
も
そ
の
一
人
で
す
」（
斎
藤
さ
ん
）。

　

住
職
の
泉
孝こ

う
ゆ
う雄

さ
ん
も
「
昔
の
人
は

『
お
寺
を
見
る
な
ら
松
島
の
瑞
巌
寺
か
龍

泉
院
だ
』
と
よ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

そ
れ
ほ
ど
由
緒
あ
る
名
刹
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
た
の
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

龍
泉
院
に
は
江
戸
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

常
滑
焼
と
伝
わ
る
大
壺
が
今
も
大
事
に
保

石巻市水沼地区で発見された窯跡「水沼古窯」。渥美焼の工人が
つくったものと思われる

斎藤さんのリクエストで泉さんが特別に見せてくれた江戸時
代の常滑焼と伝わる大壺。中世以来の縁を感じる

上：龍泉院は大正時代に火災に遭い本堂は
焼失したが、立派な山門と鐘楼は今も残る
下：旧北上川と石巻市水沼地区をつなぐ真
野川

住職の泉孝雄さんから龍泉院と水沼地区の歴史
を聞く斎藤さん
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菅勧

武山家

11 「廻船問屋 菅勧資料館」にある帳場。江戸時代の雰囲気が
漂う　12 保管していた陶器を眺める館長の菅野紀男さん（右）と
兄の芳郎さん（左）　13 登米市内を滔々と流れる北上川。どれほ
どの人がこの川を通って荷を運んだのだろうか

管
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
末
期
の
奥
州

藤
原
氏
滅
亡
と
と
も
に
平
泉
へ
の
常
滑

焼
・
渥
美
焼
の
流
通
は
終
わ
っ
た
が
、
尾

張
と
石
巻
の
結
び
付
き
ま
で
途
絶
え
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
水
沼
地
区
の

繁
栄
が
、
遠
い
東
海
地
方
と
の
つ
な
が
り

に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

見
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

水
運
と
陶
器
を
追
っ
て

石
巻
・
登
米
を
歩
く

　

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
石
巻
は
北
上
川

の
水
運
の
基
点
と
し
て
、
奥
州
随
一
の
湊

と
称
さ
れ
る
ほ
ど
の
繁
栄
を
見
せ
た
。
仙

台
藩
か
ら
江
戸
に
納
め
ら
れ
る
御
穀
米
は
、

最
盛
期
に
は
30
万
石
に
も
及
び
、
江
戸
で

消
費
さ
れ
る
米
の
量
の
3
分
の
1
に
も
達

し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
米
は
、
一い

ち
の
せ
き関や

登と

め米
か
ら
石
巻
港
を
経
由
し
て
、
弁
才
船

で
江
戸
ま
で
運
ば
れ
た
。
そ
の
た
め
東
北

に
入
る
陶
磁
器
類
は
、
帰
り
荷
と
し
て
江

戸
で
仕
入
れ
ら
れ
る
も
の
が
主
流
と
な
っ

た
。

　

斎
藤
さ
ん
の
案
内
で
、
江
戸
時
代
の
陶

器
の
流
通
の
痕
跡
を
追
っ
た
。

石
巻
の
廻
船
主
「
武
山
家
」

　

江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
廻
船
主
と

し
て
栄
え
た
武
山
家
を
継
い
だ
本
間
英
一

さ
ん
は
、「
石
巻
千
石
船
の
会
」
の
事
務
局

長
も
務
め
て
い
る
。
本
間
さ
ん
と
斎
藤
さ

ん
は
、
武
山
家
に
残
る
『
武
山
六
右
衛
門

家
文
書
』
を
数
年
か
け
て
解
読
し
、
一
冊

の
本
に
ま
と
め
た
。
そ
こ
に
は
千
石
船
の

積
み
荷
の
受
領
証
や
領
収
証
な
ど
も
含
ま

れ
て
お
り
、
当
時
の
流
通
を
知
る
貴
重
な

資
料
だ
。
こ
れ
を
見
る
と
、
た
し
か
に
江

戸
の
商
人
か
ら
土
瓶
や
茶
碗
な
ど
を
仕
入

れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。

　

本
間
家
（
旧
武
山
家
）
の
土
蔵
に
保
管
さ

れ
て
い
る
、
貴
重
な
古
文
書
の
原
本
も
見

せ
て
い
た
だ
い
た
。

登
米
の
廻
船
問
屋
「
菅
勧
」

　

北
上
川
の
舟
運
の
発
展
に
伴
い
、
河
口

の
石
巻
と
上
流
の
盛
岡
周
辺
を
結
ぶ
中
間

点
と
し
て
栄
え
た
の
が
登
米
の
湊
だ
。「
河か

岸し

文
化
が
よ
く
残
っ
て
い
る
の
で
す
」
と

斎
藤
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
登
米
は
北
上

川
の
街
道
に
沿
っ
て
つ
く
ら
れ
た
武
家
町

だ
。
今
は
堤
防
が
高
く
川
面
が
見
え
な
い

が
、
か
つ
て
は
目
の
前
に
川
岸
が
広
が
り
、

上
り
の
舟
と
下
り
の
舟
が
荷
を
積
み
替
え

て
い
た
は
ず
。
相
当
な
賑
わ
い
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。

「
廻
船
問
屋 

菅か
ん
か
ん勧

資
料
館
」
は
、
館
長

の
菅か

ん
の野

紀
男
さ
ん
と
兄
の
芳よ

し
ろ
う郎

さ
ん
が
運

営
し
て
お
り
、
土
・
日
曜
日
を
中
心
に
開

館
す
る
町
屋
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
だ
。
陶
器
や

7 武山家が1819年（文政 2）に江戸の商人から購
入した陶器類。江戸から千石船（弁才船）で運ばれ
たと思われる
8 大船渡市の船大工・新沼留之進さんによって精巧
につくられた千石船の模型
9 武山家に保管されていた江戸期の受取状。瀬戸物
の大瓶 1本、五升瓶 1本、三升瓶 2本などを受け取
ったと記されている
10 武山家に残る膨大な古文書を解読した本間英一
さんと斎藤さん。史料を探すときも阿吽の呼吸だ

78
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尾張屋

観慶丸本店

17 被災した問屋街に積み荷の米を提供したお礼として
江戸から送られた布袋像　18 観慶丸本店社長の須田
佑さん　19 布袋像を特別に見せていただいた「観慶丸
本店」（一般公開は原則的にしていない）

14 「尾張屋」店内に陳列された茶碗
類　15 東日本大震災を乗り越えて商
いを続ける近藤良一さん　16 東海と
の縁を感じさせる屋号の看板

Story2

漆
器
、
当
時
の
帳
簿
な
ど
、
往
時
の
廻
船

問
屋
の
商
い
や
登
米
の
文
化
の
記
録
が
そ

の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
れ
だ
け
の
資
料
が
残
っ
て
い
る
の

は
貴
重
だ
」
と
斎
藤
さ
ん
は
言
う
。

石
巻
の
陶
器
店
「
尾
張
屋
」

　

石
巻
に
は
老
舗
の
陶
器
店
が
多
い
。「
尾

張
屋
」
も
そ
の
一
つ
。
こ
の
地
で
古
く
か

ら
営
業
し
て
い
た
陶
器
店
を
、
近
藤
良
一

社
長
の
祖
父
母
が
買
い
取
っ
て
今
日
に
至

る
。
店
名
の
由
来
は
わ
か
ら
な
い
が
、
尾

張
と
所
縁
が
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

　

近
藤
さ
ん
が
物
心
つ
い
た
こ
ろ
に
は
、

す
で
に
鉄
道
が
走
り
、
駅
か
ら
店
ま
で
の

運
搬
は
荷
車
だ
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て

店
の
前
が
運
河
だ
っ
た
こ
と
を
近
藤
さ
ん

は
知
っ
て
い
る
。「
50
〜
60
年
前
、
周
囲
の

道
路
を
舗
装
す
る
た
め
に
掘
り
返
し
た
ら
、

積
み
荷
は
船
頭
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
目
利
き
を
し
て
陶
器
を
仕
入
れ
、

後
に
陶
器
店
と
し
て
独
立
し
た
と
い
う
。

　

あ
る
時
、
観
慶
丸
が
米
を
運
ん
で
江
戸

に
入
船
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
江
戸
の

問
屋
街
が
全
焼
す
る
大
火
災
が
あ
っ
た
。

船
頭
の
須
田
幸
助
は
積
み
荷
の
米
50
俵
を

速
や
か
に
下
ろ
し
す
べ
て
提
供
し
た
。
そ

の
お
礼
と
し
て
江
戸
か
ら
数
年
後
に
贈
ら

れ
た
と
い
う
布ほ

て
い袋

像
が
展
示
し
て
あ
る
。

現
社
長
の
須
田
佑た

す
くさ

ん
は
言
う
。

「
正
確
な
年
代
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
か

な
り
立
派
な
品
物
な
の
で
特
注
品
だ
と
思

い
ま
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
た
め

に
問
屋
街
の
人
た
ち
が
お
金
を
出
し
合
っ

て
、
瀬
戸
あ
た
り
に
注
文
し
た
の
で
し
ょ

う
。
と
て
も
い
い
お
顔
を
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
布
袋
様
は
当
家
の
宝
で
す
」

　

◆　

　

奥
州
と
東
海
。
遠
く
離
れ
た
こ
の
二
つ

の
地
域
は
、
12
世
紀
か
ら
陶
器
が
縁
で
つ

な
が
っ
て
い
た
。
江
戸
の
商
人
・
河
村
瑞

賢
が
幕
府
の
命
を
受
け
て
東
廻
り
海
運
を

成
功
さ
せ
た
の
が
1 

6 

7 

0
年
代
。
そ
れ

よ
り
も
は
る
か
昔
か
ら
太
平
洋
を
行
き
来

し
、
常
滑
焼
・
渥
美
焼
、
さ
ら
に
工
人
や

技
術
も
導
入
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
だ
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
交
易
と
当
時
の
人
々

の
実
行
力
に
、
圧
倒
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
7
月
27
〜
28
日
、
8
月
29
日
取
材
）

堀
に
使
わ
れ
て
い
た
厚
い
木
の
板
が
腐
ら

ず
に
出
て
き
た
の
で
す
。
み
ん
な
驚
い
て

い
ま
し
た
よ
」
と
語
る
。

　

東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、
店
を
た
た
む

つ
も
り
だ
っ
た
。「
で
も
ね
、
少
し
生
活
が

落
ち
着
く
と
、
茶
碗
で
ご
飯
を
食
べ
た
い
、

湯
呑
み
で
お
茶
が
飲
み
た
い
と
思
う
ん
で

す
。
そ
う
か
、
み
ん
な
同
じ
気
持
ち
に
違

い
な
い
―
―
そ
う
考
え
て
再
び
店
を
開
け

ま
し
た
」（
近
藤
さ
ん
）。

石
巻
の
陶
器
店
・
美
術
館

「
観
慶
丸
本
店
」

　

最
後
に
訪
れ
た
の
は
観
慶
丸
本
店
。
こ

の
店
の
創
業
者
、
初
代
須
田
幸
助
は
、
先

に
紹
介
し
た
武
山
家
の
船
「
観
慶
丸
」
の

沖
船
頭
（
雇
わ
れ
船
長
）
だ
っ
た
。
江
戸
時

代
、
千
石
船
の
船
頭
は
船
主
か
ら
も
一
目

置
か
れ
る
存
在
で
、
江
戸
か
ら
の
帰
り
の

141516

17

1819
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ニ
シ
ン
漁
に
沸
く
港
町
で

歌
い
継
が
れ
て
き
た
古
謡

　

初
め
て
「
江
差
追
分
」
を
聴
い
た
と
き

「
口
が
あ
く
ほ
ど
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」。

　

そ
う
話
す
の
は
、
札
幌
出
身
で
今
年
か

ら
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
江
差
町
教

育
委
員
会
に
赴
任
し
た
奥
山
さ
と
み
さ
ん
。

　
　

か
も
め
の
　
な
く
音
に
　

　
　
ふ
と
め
を
　
さ
ま
し
　

　
　
あ
れ
が
蝦
夷
地
の
　
や
ま
か
い
な

　

正
調
江
差
追
分
本ほ

ん
う
た唄

の
7
節
だ
。
こ
れ

を
2
分
半
近
く
か
け
て
歌
う
。
奥
山
さ
ん

な
ら
ず
と
も
、
江
差
追
分
を
初
め
て
聴
く

人
だ
れ
も
が
、
そ
の
悠
揚
と
し
て
迫
ら
ぬ
、

雄
大
で
ゆ
っ
た
り
し
た
テ
ン
ポ
に
驚
く
。

　

大
海
原
を
ゆ
り
か
ご
に
寝
て
い
た
ら
、

か
も
め
の
鳴
き
声
に
起
こ
さ
れ
、
彼
方
を

見
や
れ
ば
北
海
道
の
山
々
が
迫
る
―
―
。

波
に
た
ゆ
た
う
船
の
よ
う
に
「
か
も
め
ぇ

〜
ぇ
〜
ぇ
〜
…
…
」
と
長
く
節
を
引
く
の

が
、
追
分
節
な
ら
で
は
の
歌
い
方
だ
。

　

そ
の
船
と
は
、
日
本
海
沿
岸
お
よ
び
瀬

戸
内
海
と
北
海
道
を
結
ん
だ
北
前
船
。
一

説
に
、
信
州
追
分
宿
付
近
の
馬ま

ご子
唄
が
北ほ

っ

国こ
く

街
道
を
通
じ
て
越
後
に
伝
わ
り
、
参
勤

交
代
の
北
国
武
士
、
あ
る
い
は
瞽ご

ぜ女
と
呼

ば
れ
る
三
味
線
を
弾
き
歌
う
目
の
不
自
由

な
女
性
た
ち
な
ど
を
介
し
て
北
前
船
の
船

乗
り
た
ち
の
舟
唄
に
転
じ
、
海
を
越
え
江

差
に
も
行
き
着
い
た
と
さ
れ
る
。

　

江
差
が
北
前
船
の
交
易
港
と
し
て
栄
え

始
め
た
の
は
江
戸
時
代
半
ば
、
17
世
紀
末

か
ら
18
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
。

和船が運んだ文化　Story3

北
前
船
が
運
ん
だ
民
謡

―
―
江
差
追
分
と
小
室
節

人
と
荷
を
載
せ
、
沿
岸
を
船
が
行
き
来
す
る
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
形
の

な
い
も
の
も
長
い
時
間
を
か
け
て
伝
わ
っ
て
い
く
。
そ
の
一
つ
が
「
民

謡
」
だ
。
は
る
か
信
州
か
ら
日
本
海
を
介
し
て
北
上
し
、
北
の
大
地
に
根

ざ
し
た
「
江え

さ
し差

追
分
」
は
全
国
大
会
を
毎
年
開
い
て
お
り
、
そ
の
名
を
知

る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
源
流
の
一
つ
と
さ
れ
る
の
が
「
小
室

（
諸
）
節
」。
地
元
・
長
野
県
小
諸
市
で
は
、
次
世
代
に
伝
え
る
活
動
も
続

く
。「
江
差
追
分
」
と
「
小
室
節
」
が
生
ま
れ
た
地
を
た
ど
る
と
、
人
か
ら

人
へ
ゆ
る
や
か
に
受
け
継
が
れ
た
民
謡
と
い
う
無
形
文
化
の
成
り
立
ち
が

垣
間
見
え
た
。

『正調 江差追分節』の基本譜。追分の情緒を出すための重要な節「二声上げ」などが記されてい
る。前唄、本唄、後唄の3部構成となっておりそれらをまとめて歌うことを「一本通し」と呼ぶ

江差追分全国大会「入賞者の歌声 一覧」
各大会の見出しをクリックすると動画を見ることができる

http://esashi-oiwake.com/national-conference/singing-voice

参考文献
『江差追分物語』（北海道新聞社）
『小室（諸）節考』（鬼灯書籍）
『追分節―信濃から江差まで―』（三省堂）
『日本の民謡と舞踊』（大阪書籍）
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「
こ
の
あ
た
り
を
治
め
て
い
た
松
前
藩
は

農
民
か
ら
の
年
貢
取
り
立
て
で
は
な
く
交

易
で
経
済
を
成
り
立
た
せ
て
い
ま
し
た
」

と
江
差
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
主
幹

の
宮
原
浩
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

「
交
易
を
統
制
す
る
た
め
に
藩
は
、
松
前

と
函
館
と
江
差
の
3
港
を
指
定
港
と
し
て

商
人
に
交
易
の
経
営
を
請
け
負
わ
せ
た
の

で
す
」　

　

本
州
へ
の
上
り
荷
は
主
と
し
て
海
産
物
、

本
州
か
ら
の
下
り
荷
は
生
活
必
需
品
。

と
り
わ
け
日
本
海
に
面
し
た
江
差
港
は
、

ニ
シ
ン
漁
の
集
積
地
と
し
て
賑
わ
っ
た
。

「
ニ
シ
ン
は
主
に
肥
料
と
し
て
出
荷
さ
れ

ま
し
た
。
ど
ろ
ど
ろ
に
煮
た
も
の
を
圧
し

潰
し
て
粕
を
絞
り
と
っ
た
。
江
差
だ
け
で

な
く
、
渡お

し
ま島

半
島
の
西
海
岸
い
た
る
と
こ

ろ
に
加
工
場
が
あ
り
、
江
差
港
に
集
め
ら

れ
北
前
船
で
運
ば
れ
た
の
で
す
」

　
　

な
に
を
　
夢
見
て
　

　
　
な
く
か
よ
　
千
鳥
ネ

　
　
こ
こ
は
江
差
の
　
仮
の
宿　
　

　
　
　
　
　
　
（
江
差
追
分
後あ

と
う
た唄

よ
り
）　

「
入
船
三
千
、
出
船
三
千
」
と
言
わ
れ
る

ほ
ど
の
活
況
を
呈
し
た
北
前
船
の
船
頭
や

船
子
。
ニ
シ
ン
漁
で
一
攫
千
金
を
狙
う
日

本
海
沿
岸
か
ら
の
出
稼
ぎ
漁
夫
。
海
の
男

や
港
湾
職
人
を
鼓
舞
す
る
労
働
歌
、
な
い

し
は
港
ま
ち
の
夜
を
彩
る
遊
興
歌
と
し
て
、

江
差
追
分
は
連
綿
と
歌
い
継
が
れ
て
き
た
。

三味線と尺八の音色にのせて歌われる江差追分。江差追分会館では4月
末から10月まで毎日3回実演がある。この回は、唄は棚橋健蔵師匠、三
味線は房田文江さん、尺八は山本滋さんが務めた
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北
前
船
が
停
泊
し
た

天
然
の
防
波
堤
「
鴎
島
」

　

江
差
が
交
易
港
と
し
て
栄
え
た
の
は
、

北
前
船
が
停
泊
す
る
の
に
絶
好
の
地
理
的

条
件
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ

れ
が
「
鴎か

も
め
じ
ま島」

だ
。
日
本
海
の
波
風
を
遮

る
天
然
の
防
波
堤
・
防
風
壁
で
あ
り
、
北

前
船
の
寄
港
地
に
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
。

鴎
島
が
あ
っ
た
か
ら
ニ
シ
ン
漁
に
沸
く
江

差
に
は
続
々
と
船
が
乗
り
つ
け
、
そ
れ
を

商
い
と
す
る
人
々
が
現
れ
る
。
娯
楽
の
な

い
開
拓
地
だ
か
ら
、
遊
芸
人
や
遊
女
た
ち

も
商
売
に
な
る
だ
ろ
う
と
渡
っ
て
く
る
。

人
が
人
を
呼
び
、
江
差
は
「
江
差
の
五
月

は
江
戸
に
も
な
い
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の

賑
わ
い
を
呈
し
た
。

　

今
は
鴎
島
に
陸
続
き
で
渡
れ
る
。
老
婆

が
神
様
か
ら
授
か
っ
た
瓶へ

い
し子

（
注
）
の
な

か
の
水
を
海
に
注
ぐ
と
ニ
シ
ン
が
群
れ
た

と
の
伝
説
に
基
づ
く
「
瓶
子
岩
」
を
過
ぎ

た
あ
た
り
に
、
北
前
船
の
係
船
跡
が
残
る
。

打
ち
込
ん
で
あ
る
木
杭
は
後
か
ら
立
て
て

朽
ち
た
も
の
だ
が
、
岩
場
に
穿う

が

た
れ
た
穴

は
当
時
の
ま
ま
だ
と
い
う
。

　

鴎
島
の
上
に
登
る
と
、
日
本
海
側
に
千

畳
敷
が
見
下
ろ
せ
た
。
岩
場
に
砕
け
る
波

し
ぶ
き
の
向
こ
う
に
、
日
本
海
の
荒
波
を

越
え
て
き
た
北
前
船
の
姿
を
思
い
浮
か
べ

て
み
る
。
空
に
は
カ
モ
メ
が
舞
う
。
江
差

商
人
が
北
前
船
の
船
子
た
ち
へ
飲
み
水
を

提
供
す
る
た
め
明
治
初
頭
に
掘
っ
た
井
戸

が
残
さ
れ
て
い
た
。
灌
木
の
陰
に
ひ
っ
そ

り
佇
む
井
戸
が
、
北
前
船
と
鴎
島
と
江
差

追
分
を
つ
な
ぐ
縁
を
今
に
伝
え
て
い
る
。

節
回
し
も
歌
詞
も

明
治
ま
で
は
各
人
各
様

　

現
在
は
函
館
在
住
だ
が
江
差
に
生
ま
れ

育
っ
た
樹
木
医
の
館
和
夫
さ
ん
は
江
差
追

分
の
研
究
家
。
北
前
船
に
よ
っ
て
民
謡
が

伝
わ
っ
た
傍
証
と
な
る
文
献
の
写
し
を
館

さ
ん
に
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
1 

8 

4 

3
年

（
天
保
14
）
に
住
久
丸
の
船
頭
・
山
本
嘉
右

衛
門
が
、
日
本
海
沿
岸
の
各
地
で
歌
わ
れ

て
い
た
民
謡
の
歌
詞
を
筆
録
し
た
も
の
で
、

昭
和
40
年
代
半
ば
に
島
根
県
温ゆ

の

つ
泉
津
町
小

浜
の
旧
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
後
背
地
に

石
見
銀
山
を
も
つ
温
泉
津
も
北
前
船
の
寄

港
地
と
し
て
栄
え
た
。

「
松
前
節
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
歌

詞
の
う
ち
一
つ
は
、
現
在
、
江
差
追
分
の

前ま
え
う
た唄

と
し
て
よ
く
歌
わ
れ
る
、　

　
　

大
島
　
小
島
の

　
　
間
通
る
　
船
は

　
　
江
差
が
よ
い
か
　
な
つ
か
し
や

　

と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
原
型
と
い
っ
て
よ
い
。

　

館
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
明
治
年
間
ま
で
の

江
差
追
分
は
節
回
し
も
歌
詞
も
「
各
人
各

様
」
だ
っ
た
と
い
う
が
、
大
き
く
分
け
る

な
ら
ば
三
つ
ほ
ど
流
派
が
あ
っ
た
。

「
漁
夫
や
船
子
相
手
の
浜
小
屋
と
い
う
飲

食
街
の
遊
興
歌
だ
っ
た
〈
浜
小
屋
節
〉、

花
街
の
芸
者
や
旦
那
衆
が
花
街
で
三
味
線

や
踊
り
を
つ
け
座
敷
唄
に
し
た
〈
新し

ん
ち地

節
〉、
町
内
北
部
の
馬
方
や
職
人
に
よ
る

〈
詰づ

み
き木

石い
し

節
〉
が
あ
り
ま
し
た
。
浜
小
屋

派
は
早
く
に
絶
え
ま
し
た
が
、
新
地
派
と

詰
木
石
派
は
最
後
ま
で
競
っ
て
い
た
の
で

す
」

　

江
差
追
分
の
歌
詞
は
千
と
も
二
千
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
庶
民
の
娯
楽
と
い
え
ば

飲
ん
で
歌
っ
て
踊
る
く
ら
い
し
か
な
か
っ

た
時
代
、
各
々
の
生
活
様
式
を
背
景
に
育

ま
れ
、
長
い
年
月
を
か
け
て
歌
い
込
ま
れ

（注）瓶子

酒器の一種。上胴のふくらんだ細長い
器で口元は細首。「へいじ」ともいう。

1 江差にニシンが押し寄せる伝説が残る瓶子岩。今は地続きと
なった鴎島の入口付近にある　2 瓶子岩の少し奥にある北前
船の係船跡。かつて江差にやってきた北前船はこの木杭に綱を
結び停泊した　3 江差町教育委員会社会教育課主幹の宮原
浩さん　4 江差町教育委員会の奥山さとみさん　5 明治時代
中期～後期の鴎島（関川家写真より）。多数の船が木杭につ
ながれているのがわかる　江差町教育委員会蔵

1
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北前船が運んだ民謡――江差追分と小室節25

江差

小諸鴎
島 江差町役場

江差港

て
き
た
の
が
土
着
の
民
謡
だ
と
す
れ
ば
、

か
つ
て
の
江
差
追
分
が
千
変
万
化
の
様
相

を
呈
し
て
い
た
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る

ま
ち
お
こ
し
の
先
駆
け

　

そ
れ
が
今
日
の
よ
う
な
「
七
節
、
七
声
、

二
声
上
げ
」
と
呼
ば
れ
る
標
準
的
な
曲
調

に
統
一
さ
れ
た
の
は
1 

9 

0 

9
年
（
明
治

42
）。
実
は
ニ
シ
ン
漁
の
衰
退
と
関
係
が

あ
る
。

「
有
志
た
ち
が
郷
土
芸
能
を
バ
ネ
に
人
心

を
奮
起
し
町
勢
を
建
て
直
そ
う
と
し
た
の

で
す
。
各
人
各
様
の
曲
調
で
は
広
ま
り
に

く
い
の
で
基
本
を
定
め
ま
し
た
」（
館
さ
ん
）

　

平
野
源
三
郎
、
村
田
弥
六
、
高
野
小
次

郎
ら
名
人
た
ち
の
普
及
宣
伝
活
動
で
江
差

追
分
の
声
価
は
全
国
的
に
高
ま
り
、
1 

9 

3 

5
年
（
昭
和
10
）、
江
差
追
分
会
が
発
足

し
た
。
戦
後
は
「
N
H
K
全
国
の
ど
自
慢

大
会
民
謡
の
部
で
地
元
の
柿
崎
福
松
師
匠

が
日
本
一
の
栄
誉
を
勝
ち
取
っ
た
の
を
契

機
に
江
差
追
分
の
す
ば
ら
し
さ
に
改
め
て

注
目
が
集
ま
り
」（
館
さ
ん
）、
1 

9 

6 

3
年

（
昭
和
38
）
か
ら
「
江
差
追
分
全
国
大
会
」

が
開
催
さ
れ
今
年
で
54
回
を
数
え
る
。

　

江
差
追
分
会
の
会
長
は
発
足
時
か
ら
町

長
が
務
め
、
町
役
場
の
「
追
分
観
光
課
」

が
事
務
局
だ
。
2 

0 

1 

6
年
4
月
現
在
、

全
国
各
地
に
1 

6 

4 

支
部
（
う
ち
海
外
5
支

部
）
を
も
ち
、
会
員
総
数
は
3 

4 

9 

3
名

に
の
ぼ
る
。
同
課
主
幹
の
三
好
泰
彦
さ
ん

は
、
ま
ち
ぐ
る
み
で
江
差
追
分
を
全
国
発

信
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
こ
う
話
す
。

「
ま
さ
に
今
で
い
う
〈
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に

よ
る
ま
ち
お
こ
し
〉。
企
画
し
た
昔
の
人

た
ち
の
発
想
は
す
ご
い
と
思
い
ま
す
」

江
差
追
分
の
源
流
を

信
州
小
諸
に
尋
ね
る

　

こ
こ
で
い
っ
た
ん
江
差
か
ら
目
を
転
じ

た
い
。
北
前
船
の
上
り
荷
と
一
緒
に
越
後

の
寺て

ら
ど
ま
り泊港

あ
た
り
に
上
陸
し
、
い
に
し
え

の
北
国
街
道
を
南
に
遡
ろ
う
。
江
差
追
分

の
源
流
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
小
室
節
」
の

ふ
る
さ
と
、
長
野
県
小
諸
市
へ
と
。

　
　

小
諸
出
て
み
り
ゃ
　
浅
間
の
山
に

　
　
け
さ
も
　
三
筋
の
　
煙
立
つ

　
　
　
　
　
　
（
小
室
節
歌
詞
よ
り
）　

　

小
諸
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
の
山さ

ん

東と
う
た
け
ひ
ろ

丈
洋
さ
ん
に
小
室
節
の
起
源
を
聞
い
た
。

「
小
諸
近
辺
に
は
東と

う
さ
ん
ど
う

山
道
と
い
う
古
代
の

軍
用
道
路
が
通
り
、
平
安
時
代
の
初
め
ご

ろ
か
ら
朝
廷
に
献
上
す
る
軍
用
馬
を
飼
育

す
る
『
牧ま

き

』
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
い
く
つ

か
あ
り
ま
し
た
。
馬
を
育
て
る
神
様
に
捧

げ
る
祝の

り
と詞

形
式
の
祭
礼
唄
と
、
牧
の
な
か

で
生
ま
れ
た
馬
追
い
の
唄
が
合
わ
さ
っ
て

小
室
節
の
原
型
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
」

　

小
諸
は
か
つ
て
小
室
と
呼
ば
れ
て
い
た

地
域
。
北
国
街
道
と
北
前
船
を
経
路
と
し
、

小
室
節
↓
追
分
（
現
・
軽
井
沢
）
節
↓
信
濃

追
分
↓
越
後
追
分
↓
江
差
追
分
と
い
う
伝

播
ル
ー
ト
が
お
お
ま
か
に
た
ど
れ
る
。
追

分
と
は
街
道
な
ど
の
分
岐
点
を
指
す
が
、

中
山
道
と
北
国
街
道
の
分
か
れ
目
に
あ
る

宿
場
町
「
追
分
」
が
有
名
で
、
江
戸
時
代

に
そ
の
付
近
で
歌
わ
れ
て
い
た
馬
子
唄
を

三
味
線
に
の
せ
て
歌
い
出
し
た
の
が
追
分

節
の
名
の
起
こ
り
。
小
室
節
は
、
追
分
節

よ
り
も
少
し
早
く
成
立
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る
。

　

メ
デ
ィ
ア
の
な
い
時
代
、
民
謡
の
伝
播

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
馬

子
と
は
、
信
濃
路
で
幕
府
管
理
の
宿
場
を

経
ず
荷
主
と
直
取
引
で
荷
物
を
扱
っ
た
運

送
業
「
中ち

ゅ
う
ま馬

」
を
担
っ
た
人
た
ち
だ
。
馬

を
操
り
な
が
ら
の
労
働
歌
を
聞
い
た
宿
場

町
に
泊
ま
っ
た
旅
人
や
働
く
女
性
た
ち
の

口
伝
か
ら
広
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

小
室
節
の
起
源
は
諸
説
あ
る
が
、「
正
調

小
室
節
保
存
会
」
会
長
の
中
山
喜き

よ
し
げ重

さ
ん

は
〈
渡
来
人
起
源
説
〉
を
紹
介
す
る
。

「
小
諸
市
の
御
牧
ヶ
原
に
あ
っ
た
最
大
の

牧
で
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
の
渡
来
人
が
馬
の
飼

育
に
携
わ
り
、
望
郷
の
念
に
駆
ら
れ
て
歌

っ
た
の
が
原
型
で
は
な
い
か
、
と
。
モ
ン

ゴ
ル
の
古
謡
『
駿
馬
の
曲
』
と
メ
ロ
デ
ィ

ー
が
酷
似
し
て
い
る
ん
で
す
ね
」

　

長
野
県
モ
ン
ゴ
ル
親
善
協
会
会
長
で
も

あ
る
中
山
さ
ん
が
モ
ン
ゴ
ル
で
小
室
節
を

6 1876年（明治 9）に江差の問屋、村上三郎右衛
門が掘った井戸。鴎島には水がなかったが、この井戸
によって船乗りたちに飲料水を補給することができる
ようになった　7 館和夫さんは江差追分の研究家。
江差追分会の学芸部門理事も務める　8 島根県温
泉津町小浜の旧家から発見された文献の写し。日本
海沿岸で歌われていた民謡の歌詞を筆録したもの
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水の文化 54号　特集「和船が運んだ文化」 26

江差追分を歌う山本康子さんと尺八で伴奏する
山本滋さん。康子さんは「江差追分は声の質な
ど気にせず自由に歌っていいものです」と言う

鴎島の高台から外海（日本海）を望む。北前船が係留し
ていた内海側より数段強い風が吹いていた。鴎島は日本
海からの風を防ぐ天然の良港となったことが体感できる

Story3

歌
う
と
、
現
地
の
人
は
「
な
ん
と
な
く
モ

ン
ゴ
ル
の
唄
に
似
て
い
る
」
と
言
う
そ
う

だ
。
生
活
や
仕
事
か
ら
自
然
発
生
的
に
生

ま
れ
た
民
謡
の
起
源
を
定
め
る
こ
と
に
こ

だ
わ
る
必
要
は
な
い
が
、
遠
い
大
陸
の
地

と
海
を
越
え
て
唄
の
調
べ
が
共
有
さ
れ
て

い
た
と
想
像
し
て
み
る
の
も
興き

ょ
う
し
ゅ趣が

尽
き

な
い
。

　

小
室
節
を
「
地
元
の
方
々
に
も
っ
と
知

っ
て
も
ら
う
の
が
課
題
」（
山
東
さ
ん
）。
正

調
小
室
節
保
存
会
が
小
学
校
で
出
張
授
業

を
し
た
り
、
7
月
の
祇
園
祭
で
健た

け
は
や速

神
社

よ
り
出
る
神
輿
を
小
室
節
が
先
導
す
る
伝

統
の
神
事
が
今
年
か
ら
復
活
す
る
な
ど
、

地
道
な
普
及
啓
発
活
動
が
続
い
て
い
る
。

物
心
つ
い
た
と
き
か
ら

生
活
の
一
部
だ
っ
た

　

江
差
の
割
烹
「
味
処
や
ま
も
と
」
で
山

本
滋
さ
ん
の
尺
八
を
伴
奏
に
、
女
将
、
康

子
さ
ん
の
江
差
追
分
を
聴
い
た
。
や
は
り

生
の
歌
声
は
い
い
。
き
っ
と
こ
ん
な
ふ
う

に
歌
い
継
が
れ
て
き
た
の
だ
。
遠
来
客
が

求
め
れ
ば
お
二
人
は
披
露
す
る
。
康
子
さ

ん
は
全
国
大
会
に
も
毎
年
参
加
。「
両
親
が

唄
っ
て
い
た
の
で
物
心
つ
い
た
と
き
か
ら

生
活
の
一
部
で
し
た
」。

　

全
国
大
会
に
は
中
学
生
以
下
の
少
年
大

会
も
あ
り
、
今
年
は
50
人
が
参
加
し
た
。

10 「小室節」に歌われる小諸市から見た浅間山　提供：
小諸市教育委員会　11 かつて軍用馬を飼育した小諸市最
大の牧「御牧ヶ原」　12 小諸市中心部を通る現在の北
国街道。佐渡の金を江戸に運ぶなど重要な役目を担い、
小諸のほか追分や上田などに宿場町があった　13 小
諸市教育委員会生涯学習課の山東丈洋さん　14 正調
小室節保存会の会長、中山喜重さん　15 祇園祭で健
速（たけはや）神社から出る神輿を正調小室節保存会が
先導した写真　提供：正調小室節保存会

10

1314

1112

15

民
謡
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
相

違
な
い
が
、
無
拍
子
で
節
を
長
く
引
く
江

差
追
分
は
今
ど
き
の
流は

や行
り
の
音
楽
と
は

あ
ま
り
に
も
遠
い
。
そ
れ
が
若
い
世
代
に

も
自
然
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
い
く
ら

幼
い
こ
ろ
か
ら
接
す
る
機
会
が
あ
っ
て
も

楽
し
く
な
け
れ
ば
歌
お
う
と
は
し
な
い
だ

ろ
う
。
民
謡
に
魅
か
れ
る
心
が
日
本
人
の

遺
伝
子
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
か
。

　

江
差
追
分
会
学
芸
部
門
理
事
の
館
さ
ん

は
北
海
道
新
聞
の
記
事
「
江
差
追
分
の
未

来
像
」
で
「
こ
の
唄
が
持
つ
伝
統
の
力
を

信
じ
な
が
ら
（
中
略
）
表
現
の
多
様
化
に

取
り
組
む
べ
き
だ
ろ
う
。
洋
楽
や
他
の
芸

術
分
野
の
協
力
も
得
て
、
江
差
追
分
を
核

と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
音
楽
や
芸
術
作

品
を
制
作
し
発
表
す
る
試
み
を
も
っ
と
盛

ん
に
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
今

年
か
ら
始
ま
っ
た
青
森
県
五
所
川
原
市
の

津
軽
三
味
線
会
館
へ
出
向
い
て
の
「
ジ
ョ

イ
ン
ト
ラ
イ
ブ
」
な
ど
は
そ
う
し
た
試
み

へ
の
第
一
歩
だ
ろ
う
。

　

信
州
の
山
で
生
ま
れ
た
唄
が
幾
多
の
変

容
を
重
ね
海
の
唄
と
な
っ
て
北
の
大
地
に

根
づ
き
、
全
国
へ
と
そ
の
真
価
を
広
め
た
。

か
つ
て
本
州
か
ら
北
海
道
へ
と
渡
る
北
前

船
の
下
り
荷
の
一
つ
だ
っ
た
民
謡
は
時
代

の
荒
波
を
乗
り
越
え
、
今
ま
た
、
よ
り
広

い
世
界
へ
と
届
く
上
り
荷
と
し
て
未
来
へ

の
航
海
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
18
日
、
9
月
6
〜
7
日
取
材
）
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（注 1）紀州

紀伊国（きいのくに）の別名。
和歌山県全域と三重県の一部。

（注 2）備後

現在の広島県の東部を指す。律令国
の備後国に相当する福山市、尾道市、
府中市、庄原市、三次市、三原市など。

（注 3）西海漁場

北限は山口県萩市の見島と対馬、南限は五島諸
島南端の福江島や長崎県西彼杵（にしそのぎ）半
島西岸の外海（そとめ）地方の海域を指す。

古座川の河口から3km上流に
あるご神体「河内様（こおった
ま）」を目指す「御舟（みふ
ね）」。古式捕鯨の鯨舟に装飾
を施したものだ

古
式
捕
鯨
の
始
ま
り
は

伊
勢
湾
沿
岸
だ
っ
た

　

鯨
を
捕
え
る
「
捕
鯨
」
は
危
険
を
伴
う

が
、
な
に
し
ろ
巨
大
な
の
で
肉
や
脂
が
大

量
に
手
に
入
る
。
江
戸
時
代
に
は
「
一
頭

と
れ
る
と
七な

な
う
ら浦

潤
う
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど

の
収
益
が
あ
っ
た
。
し
か
し
鯨
を
捕
え
る

に
は
多
く
の
人
た
ち
が
自
ら
の
責
務
を
果

た
し
、
組
織
的
に
動
く
必
要
が
あ
る
。
海

の
そ
ば
の
高
台
で
海
を
見
張
る
山や

ま
み見

は
ひ

と
た
び
鯨
を
発
見
す
る
と
、
狼の

ろ
し煙

や
法ほ

ら螺

貝
で
海
上
の
鯨
舟
に
指
示
を
送
る
。
鯨
舟

は
バ
ラ
バ
ラ
で
は
な
く
集
団
で
鯨
を
追
い

か
け
て
い
く
。
実
に
多
く
の
人
た
ち
の
、

し
か
も
統
率
の
と
れ
た
共
同
作
業
が
必
要

な
の
だ
。

　

日
本
の
捕
鯨
の
歴
史
は
三
つ
の
時
代
に

分
け
ら
れ
る
（
注
4
）。
①
漁
師
た
ち
が
臨

時
的
に
組
織
を
整
え
、
鯨
を
地
域
に
分
配

す
る
「
初
期
捕
鯨
時
代
」。
②
鯨
の
産
物

を
商
品
と
し
て
流
通
さ
せ
る
た
め
、
専
業

の
捕
鯨
集
団
「
鯨
組
」
を
組
織
し
た
「
古

式
捕
鯨
業
時
代
」。
③
ノ
ル
ウ
ェ
ー
式
砲

殺
捕
鯨
法
を
主
と
す
る
「
近
代
捕
鯨
業
時

代
」。
こ
こ
で
は
、
②
古
式
捕
鯨
業
時
代

（
以
下
、
古
式
捕
鯨
）
に
絞
っ
て
話
を
進
め
る
。

　

古
式
捕
鯨
の
始
ま
り
の
地
は
、
戦
国
時

代
後
期
（
1 

5 

7 

0
年
代
初
頭
）
の
伊
勢
湾
沿

岸
と
さ
れ
る
。
平
安
時
代
末
期
の
治じ

し
ょ
う承

・

和船が運んだ文化　Story4

古
式
捕
鯨
に
み
る

「
人
の
行
き
来
」と「
技
の
伝
播
」

か
つ
て
鯨
も
魚
と
同
じ
よ
う
に
、「
海
か
ら
の
贈
り
物
」
と
し
て
食
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
日
本
で
鯨
の
産
物
を
商

品
と
し
て
流
通
さ
せ
る
た
め
に
組
織
的
な
捕
鯨
が
始
ま
っ
た
の
は
戦
国
時
代
後
期
。
手
漕
ぎ
の
鯨く

じ
ら
ぶ
ね舟

や
網
を
用

い
た
捕
鯨
法
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
発
展
し
て
い
く
が
、
そ
の
裏
に
は
、
船
を
介
し
て
新
た
な
技
法
を
取
り
入

れ
、
腕
の
立
つ
者
た
ち
も
呼
び
寄
せ
た
歴
史
が
あ
る
。
太た

い
じ
ち
ょ
う

地
町
を
中
心
と
し
た
紀
州
（
注
1
）、
網
の
専
門
家
集

団
で
あ
り
操
舟
に
も
長
け
た
備び

ん
ご後

（
注
2
）
の
田た

し
ま島

、
そ
し
て
江
戸
時
代
に
国
内
最
大
の
鯨
組
と
呼
ば
れ
た

益ま
す
と
み
ぐ
み

冨
組
が
本
拠
地
と
し
た
西さ

い
か
い海

漁
場
（
注
3
）
の
生い

き
つ
き
し
ま

月
島
を
巡
っ
た
。

（注 4）三つの時代区分

諸説あるが、本稿では中園成生さん
の著書『くじら取りの系譜（改訂版）』
（長崎新聞社 2006）に従った。

参考文献　『くじら取りの系譜（改訂版）』（長崎新聞社）、『鯨とり―太地の古式捕鯨―』（和歌山県立博物館）、『Taiji's Cultural Heritage 2015　太地の遺産』（太地町）、『鯨舟 形と意匠』（太地町立
くじらの博物館）、『内海町の文化財 第八号』（内海町教育委員会・文化財保護委員会）、『クジラ網と双海（そうがい）～西海捕鯨で活躍した郷土の先人たち』（福山市内海町文化財協会）、『歴博 第一六
八号』（歴史民俗博物館振興会）、『かくれキリシタンとは何か――オラショを巡る旅』（弦書房）、『生月島のかくれキリシタン（改訂版）』（平戸市生月町博物館・島の館）

民
謡
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
相

違
な
い
が
、
無
拍
子
で
節
を
長
く
引
く
江

差
追
分
は
今
ど
き
の
流は

や行
り
の
音
楽
と
は

あ
ま
り
に
も
遠
い
。
そ
れ
が
若
い
世
代
に

も
自
然
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
い
く
ら

幼
い
こ
ろ
か
ら
接
す
る
機
会
が
あ
っ
て
も

楽
し
く
な
け
れ
ば
歌
お
う
と
は
し
な
い
だ

ろ
う
。
民
謡
に
魅
か
れ
る
心
が
日
本
人
の

遺
伝
子
に
は
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
か
。

　

江
差
追
分
会
学
芸
部
門
理
事
の
館
さ
ん

は
北
海
道
新
聞
の
記
事
「
江
差
追
分
の
未

来
像
」
で
「
こ
の
唄
が
持
つ
伝
統
の
力
を

信
じ
な
が
ら
（
中
略
）
表
現
の
多
様
化
に

取
り
組
む
べ
き
だ
ろ
う
。
洋
楽
や
他
の
芸

術
分
野
の
協
力
も
得
て
、
江
差
追
分
を
核

と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
音
楽
や
芸
術
作

品
を
制
作
し
発
表
す
る
試
み
を
も
っ
と
盛

ん
に
し
て
ほ
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
今

年
か
ら
始
ま
っ
た
青
森
県
五
所
川
原
市
の

津
軽
三
味
線
会
館
へ
出
向
い
て
の
「
ジ
ョ

イ
ン
ト
ラ
イ
ブ
」
な
ど
は
そ
う
し
た
試
み

へ
の
第
一
歩
だ
ろ
う
。

　

信
州
の
山
で
生
ま
れ
た
唄
が
幾
多
の
変

容
を
重
ね
海
の
唄
と
な
っ
て
北
の
大
地
に

根
づ
き
、
全
国
へ
と
そ
の
真
価
を
広
め
た
。

か
つ
て
本
州
か
ら
北
海
道
へ
と
渡
る
北
前

船
の
下
り
荷
の
一
つ
だ
っ
た
民
謡
は
時
代

の
荒
波
を
乗
り
越
え
、
今
ま
た
、
よ
り
広

い
世
界
へ
と
届
く
上
り
荷
と
し
て
未
来
へ

の
航
海
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
18
日
、
9
月
6
〜
7
日
取
材
）
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太地

田島
生月島

紀伊半島周辺

安房

西海

土佐

寿じ
ゅ

永え
い

の
乱
（
注
5
）
で
水
軍
が
活
躍
し
、

組
織
的
な
操
舟
技
術
と
高
度
化
し
た
鉄
製

の
武
器
が
古
式
捕
鯨
に
つ
な
が
っ
た
と
い

わ
れ
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
、
古
式
捕
鯨
は
熊
野
水

軍
（
注
6
）
の
伝
統
が
残
る
和
歌
山
県
の

太
地
浦
（
太
地
町
）
に
伝
わ
っ
た
。
1 

6 

0 

6
年
（
慶
長
11
）
の
和わ

だ田
忠ち

ゅ
う
べ兵

衛え

頼よ
り

元も
と

が
そ

の
嚆こ

う
し矢

と
さ
れ
る
。
当
時
の
捕
獲
方
法
は
、

鯨
舟
が
手
投
げ
の
銛も

り

で
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え

て
鯨
を
捕
え
る
「
突つ

き
と
り
ほ
う

取
法
」
だ
っ
た
。
1 

6 

1 

6
年
（
元
和
元
）、
紀
州
の
鯨
組
が
西

海
に
進
出
し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。

　

1 

6 

7 

7
年
（
延
宝
5
）、
和
田
忠
兵
衛

頼
元
の
孫
、
太た

い
じ
か
く
え
も
ん
よ
り
は
る

地
角
右
衛
門
頼
治
が
突
取

法
に
網
を
併
用
し
た
「
網あ

み
と
り
ほ
う

取
法
」
を
開
発

す
る
。
ひ
た
す
ら
鯨
を
追
い
か
け
て
銛
を

打
ち
込
ん
で
い
た
も
の
を
、
鯨
を
網
に
か

ら
ま
せ
て
動
き
が
鈍
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で

銛
を
打
ち
込
む
の
だ
。
網
を
併
用
す
る
こ

と
で
捕
獲
率
が
高
ま
っ
た
網
取
法
は
、
太

地
が
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。

古
式
捕
鯨
の
鯨
舟
に

装
飾
を
施
し
た
「
御み

ふ
ね舟

」

　

2 

0 

1 

6
年
7
月
下
旬
、
編
集
部
は
和

歌
山
県
南
部
の
古こ

ざ
が
わ

座
川
河
口
に
い
た
。
古

座
川
流
域
の
5
地
区
が
担
い
手
と
し
て
昔

か
ら
行
な
わ
れ
て
き
た
伝
統
祭
礼
「
河こ

う
ち内

祭
」
を
見
る
た
め
だ
っ
た
。
河
内
祭
の

「
熊
野
水
軍
古
座
河
内
祭
の
夕
べ
」
の
実

行
委
員
長
を
務
め
る
上
野
一
夫
さ
ん
は
、

「
河
内
祭
を
調
査
し
た
大
学
の
先
生
は

『
自
然
崇
拝
の
形
を
色
濃
く
残
す
、
相
当

古
い
も
の
』
と
言
い
ま
す
」
と
話
す
。

　

河
内
祭
に
は
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
「
御
舟
行
事
」
が
あ
る
。
御
舟
と
は
、

河
口
か
ら
3 

km
ほ
ど
上
流
の
川
の
な
か
に

あ
る
ご
神
体
「
河こ

お
っ
た
ま

内
様
」
の
神
が
宿
る
神

額
を
運
ぶ
大
切
な
役
目
を
担
う
。
実
は
こ

の
御
舟
、
古
式
捕
鯨
の
鯨
舟
に
装
飾
を
施

し
た
も
の
。
全
長
約
11 

m
、
幅
約
2 

m
の

杉
づ
く
り
で
、
船
底
は
浅
瀬
の
多
い
古
座

川
を
遡
れ
る
よ
う
少
し
浅
く
し
て
あ
る
。

　

古
座
地
区
も
か
つ
て
古
式
捕
鯨
が
行
な

わ
れ
た
場
所
で
、
鯨
組
「
古
座
鯨く

じ
ら
か
た方」

が

あ
っ
た
。
上
野
さ
ん
は
「
鯨
の
肉
は
七
輪

古座で生まれ育った上野一夫さん

（注 5）治承・寿永の乱

1180年（治承 4）の源頼朝の挙兵から1185
年（元暦 2）に平氏一門が壇ノ浦で滅亡するま
での大規模な内乱。源平合戦、源平の戦いとも
呼ぶ。

（注 6）熊野水軍

熊野海賊ともいう。豊富な材木と良港をもつ熊
野地方では古くから水軍が発達。中央政界の動
向とも密接に関係した。

古式捕鯨の主要漁場

和
歌
山
県
・
太
地
町
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で
焼
い
て
生
姜
醤
油
で
食
べ
た
も
ん
や
。

ご
馳
走
で
も
な
ん
で
も
な
い
、
普
通
の
食

べ
も
の
だ
っ
た
よ
」
と
話
す
。

　

御
舟
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、

太
地
町
歴
史
資
料
室
学
芸
員
の
櫻
井
敬は

や
と人

さ
ん
。
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ベ
ッ
ド
フ
ォ

ー
ド
捕
鯨
博
物
館
で
学
芸
員
を
務
め
た
あ

と
、
太
地
町
に
移
籍
し
た
若
き
研
究
者
だ
。

幔ま
ん
ま
く幕

（
注
7
）
や
ノ
ボ
リ
、
笹
飾
り
な
ど

で
装
っ
た
2
隻
の
御
舟
が
法
螺
貝
の
音
色

を
響
か
せ
な
が
ら
出
航
す
る
様
を
一
緒
に

見
守
っ
た
。

船
を
極
彩
色
に
彩
る
の
は

鯨
を
成
仏
さ
せ
る
た
め
？

　

翌
日
、
櫻
井
さ
ん
に
改
め
て
太
地
の
古

式
捕
鯨
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

「
人
が
舟
を
操
る
古
式
捕
鯨
は
、
鯨
が
陸

地
に
近
づ
い
た
り
、
泳
ぐ
速
度
を
ゆ
る
め

た
り
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
と
成
立
し
ま
せ

ん
。
全
国
に
何
カ
所
か
そ
う
い
う
場
所
が

あ
り
、
太
平
洋
岸
で
は
太
地
や
古
座
な
ど

の
熊
野
灘
が
そ
の
一
つ
で
し
た
。
シ
ー
ズ

ン
は
冬
で
す
。
冬
至
の
こ
ろ
が
一
番
よ
い
。

夏
、
北
の
海
で
餌
を
食
べ
て
太
っ
た
鯨
が
、

冬
に
こ
の
付
近
を
通
っ
て
南
の
海
に
南
下

す
る
か
ら
で
す
」

　

網
取
法
が
編
み
出
さ
れ
て
か
ら
、
太
地

に
は
、
鯨
を
網
に
追
い
詰
め
て
銛
を
打
つ

刃は
ざ
し刺

（
注
8
）
が
乗
る
「
勢せ

こ
ぶ
ね

子
舟
」、
仕
留

め
た
鯨
を
2
隻
で
挟
ん
で
固
定
し
て
運
ぶ

「
持も

っ
そ
う
ぶ
ね

左
右
舟
」、
鯨
網
を
仕
掛
け
る
「
網あ

み

舟ぶ
ね

」、
網
や
銛
綱
に
結
ば
れ
た
樽
を
回
収

す
る
「
樽た

る
ぶ
ね舟

」
な
ど
役
割
や
機
能
が
異
な

る
種
類
の
鯨
舟
が
生
ま
れ
た
（
注
9
）。
い

ず
れ
も
き
ら
び
や
か
な
彩
色
が
施
さ
れ
て

い
る
が
、
櫻
井
さ
ん
は
こ
れ
が
熊
野
の
特

徴
だ
と
言
う
。

「
の
ち
に
栄
え
る
九
州
の
西
海
の
鯨
舟
は
、

色
こ
そ
塗
っ
て
あ
る
も
の
の
、
ず
っ
と
簡

素
で
す
。
つ
ま
り
極
彩
色
に
彩
っ
て
も
鯨

が
獲
り
や
す
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
で

は
な
ぜ
色
鮮
や
か
に
し
た
の
か
。
私
は
熊

野
と
い
う
独
特
な
宗
教
的
世
界
観
を
も
つ

風
土
が
そ
う
さ
せ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

か
つ
て
熊
野
の
人
々
は
南
の
海
の
向
こ
う

に
観
音
様
が
住
む
『
補ふ

だ
ら
く

陀
落
浄
土
』（
注
10
）

が
あ
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
清
ら

か
な
世
界
に
通
じ
る
熊
野
灘
で
鯨
と
い
う

巨
大
な
生
き
も
の
を
殺
生
す
る
―
―
殺
生

は
仏
教
で
忌
み
嫌
わ
れ
る
行
為
で
す
ね
。

鯨
と
り
た
ち
は
鯨
が
死
ぬ
と
き
に
『
南
無

阿
弥
陀
仏
』
と
唱
え
た
と
古
文
書
に
あ
る
。

つ
ま
り
船
を
き
ら
び
や
か
に
し
て
絵
ま
で

描
く
の
は
『
捕
え
た
鯨
に
あ
の
世
の
光
景

を
見
せ
る
こ
と
で
成
仏
を
願
っ
た
』
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

太
地
で
は
、
鯨
組
の
役
職
は
世
襲
制
だ

っ
た
。
例
え
ば
刃
刺
は
親
が
刃
刺
で
な
け

『熊野太地浦捕鯨図屏風（くまのたいじうらほげいずびょうぶ）渡瀬凌雲
筆』（4曲 1隻）。太地鯨組の末裔から指導を受けた日本画家・渡瀬凌
雲はできるだけ正確に古式捕鯨の様を描こうとした　太地町歴史資料室蔵

山見跡で説明する太地町歴史資料室学芸員の櫻井
敬人さん

燈明崎（とうみょうざき）の「山見跡」。太地の鯨
組は燈明崎と南にある梶取崎（かじとりざき）から鯨
の到来を見張った

太地鯨舟の華やかな姿を描いた『太地鯨舟図絵』
勢子舟（八丁櫓、15人乗り）
①勢子一番換え舟「赤地に桜」　
②勢子二番換え舟「赤地に大竹」
③勢子三番換え舟「紋尽くし」（紋の詳細は不明）
※いくつかの絵画資料をもとに、和紙に岩絵具で表現したもの（画：土長けい）
※太地町立くじらの博物館の企画展「鯨舟：形と意匠」図録より
太地町立くじらの博物館蔵

（注 7）幔幕

式場や昔の軍陣などで、周囲
に張り巡らす、横に長い幕の
こと。

（注 8）刃刺

羽指、羽差、波座士とも書く。

（注 9）鯨舟の種類

鯨舟の名称や漢字はさまざまだが、本稿では『鯨
とり―太地の古式捕鯨―』（和歌山県立博物
館）に従った。

（注 10）補陀落浄土

南方海上にあるという観音の浄土のこと。補陀落
世界へ往生しようとする信仰によって、舟に乗っ
て熊野那智山や四国足摺岬、室戸岬などから出
帆する「補陀落渡海（とかい）」も行なわれた。

①

②

③
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れ
ば
子
も
刃
刺
に
な
れ
な
い
。「
た
ん
に
鯨

が
獲
れ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
村
落
の

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
も
関
係
し
た
よ
う
で
す
」

と
櫻
井
さ
ん
。
ま
た
、
銛
な
ど
漁
具
の
種

類
が
多
い
の
も
太
地
の
特
徴
だ
。

「
西
海
と
比
べ
る
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊

富
で
す
。
銛
の
種
類
や
大
き
さ
を
細
か
く

す
れ
ば
お
金
も
労
力
も
か
か
り
ま
す
が
、

鯨
舟
の
装
飾
と
同
じ
く
、
古
来
の
ル
ー
ル

を
守
る
傾
向
が
強
か
っ
た
よ
う
で
す
」

西
海
へ
出
稼
ぎ
に
行
っ
た

「
網
」
と
「
操
舟
」
に
長
け
た
人
々

　

太
地
か
ら
西
に
向
か
い
、
半
島
を
回
る

と
瀬
戸
内
海
だ
。
こ
こ
に
西
海
捕
鯨
の
隆

盛
に
大
き
な
役
目
を
果
た
し
た
島
が
あ
る
。

広
島
県
福
山
市
内う

つ
み海

町
の
田
島
だ
。

「
こ
の
島
の
先
人
た
ち
は
、
江
戸
中
期
か

ら
2 

0 

0 

年
以
上
も
西
海
へ
の
出
稼
ぎ
を

続
け
ま
し
た
。
村
上
水
軍
（
注
11
）
の
末

裔
な
の
で
行
動
エ
リ
ア
が
広
い
の
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
医
師
で
ス
タ
ン
フ
ォ
ー

ド
大
学
客
員
教
授
も
務
め
る
宮
本
住す

み
い
つ逸

さ

ん
。
田
島
出
身
の
宮
本
さ
ん
は
、
古
式
捕

鯨
に
用
い
ら
れ
た
網
舟
「
双そ

う
が
い
ぶ
ね

海
船
」
や
鯨

網
の
復
元
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

田
島
が
重
要
だ
っ
た
の
は
「
網
」
だ
。

網
取
法
が
広
ま
っ
た
当
時
、
西
海
で
は
麻

の
一
種
・
苧お

で
大
き
な
網
を
つ
く
る
技
術

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
瀬
戸
内
海
で
は
鯛

を
捕
ま
え
る
「
縛
り
網
」
と
い
う
大
網
が

あ
っ
た
。
そ
こ
で
田
島
の
網
職
人
が
雇
わ

れ
た
。
西
海
の
鯨
網
は
縦
横
18
尋ひ

ろ
（
32 

m
）

四
方
の
網
を
一
反
と
し
、
そ
れ
を
藁わ

ら

紐
で

つ
な
い
だ
19
反
の
網
を
一
隻
の
双
海
船
に

積
み
込
ん
だ
。

「
呼
子
（
注
12
）
の
史
料
で
は
、
鯨
組
・

中
尾
家
が
『
田
島
ナ
ヤ
（
納
屋
）』
を
建
て

て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
田
島
の
人
材
を

欲
し
た
よ
う
で
す
」
と
宮
本
さ
ん
。
田
島

の
人
た
ち
が
重
用
さ
れ
た
の
は
、
干
満
の

差
が
激
し
く
流
れ
が
速
い
瀬
戸
内
海
で
巧

み
な
操
舟
技
術
を
会
得
し
た
優
秀
な
漕
ぎ

手
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
。

「
毎
年
7
〜
8
月
に
田
島
を
発
ち
、
西
海

で
網
を
こ
し
ら
え
な
が
ら
冬
の
捕
鯨
に
備

え
、
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
る
翌
年
4
月
に
戻

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
年
間
8
〜
9
カ
月
は

出
稼
ぎ
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
」

　

田
島
に
戻
る
春
は
鯨
組
か
ら
借
り
た
双

海
船
に
分
乗
し
、
夏
に
ま
た
同
じ
船
を
操

っ
て
西
海
に
向
か
う
。
賃
金
や
経
費
の
精

算
は
、
帰
郷
す
る
と
き
に
鯨
組
の
金
庫
番

が
付
い
て
き
て
庄
屋
と
行
な
う
。
庄
屋
は

各
人
に
貸
与
し
た
8
〜
9
カ
月
分
の
食
費

な
ど
を
引
い
た
残
り
を
、
本
人
で
は
な
く

妻
に
渡
す
。
宮
本
さ
ん
は
「
男
に
金
を
も

た
せ
た
ら
何
に
使
う
か
わ
か
っ
た
も
ん
じ

ゃ
な
い
で
す
か
ら
ね
」
と
笑
い
つ
つ
、「
田

島
と
西
海
の
結
び
つ
き
は
シ
ス
テ
ム
と
し

て
確
立
し
て
い
た
と
見
て
い
い
」
と
付
け

加
え
た
。
実
際
に
「
生
月
捕
鯨
組
預
り

證
」
と
い
う
文
書
も
残
っ
て
い
る
。

一
本
の
電
話
で
蘇
っ
た

西
海
捕
鯨
の
記
憶

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
田
島
と
西
海
の

歴
史
も
一
時
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
。
止
ま

っ
て
い
た
時
計
の
針
が
動
き
出
し
た
の
は
、

約
20
年
前
。
呼
子
町
の
役
場
か
ら
の
一
本

の
電
話
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

「『
幕
末
か
ら
明
治
期
に
呼
子
で
亡
く
な

っ
た
田
島
の
人
の
墓
が
あ
る
』
と
い
う
電

話
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
皆
、
昔
の
こ
と
を

知
ら
な
い
。
町
全
体
が
『
な
ぜ
墓
が
？
』

と
な
り
ま
し
た
」

　

宮
本
さ
ん
た
ち
が
島
内
の
お
年
寄
り
に

聞
い
て
回
る
と
、
90
代
の
人
た
ち
が
西
海

へ
の
出
稼
ぎ
を
覚
え
て
い
た
。「
そ
れ
か
ら

対
馬
や
壱
岐
、
五
島
列
島
を
巡
り
ま
し
た
。

西
海
の
人
た
ち
が
手
厚
く
葬
っ
て
く
だ
さ

（注 11）村上水軍

中世に瀬戸内海で活躍した海賊衆。能島（のし
ま）・因島（いんのしま）などを本拠地とした村上
氏一族を中心に、室町幕府などから海上警固を命
じられ、勢威をふるった。田島は能島系とされる。

（注 12）呼子

佐賀県唐津市呼子町。
呼子町の捕鯨の歴史を
紹介する資料館「鯨組
主中尾家屋敷」がある。

内海町横島の「シヤゴシの浜」。西海捕鯨の漁が
終わると田島の人々は舟で戻ってきて、この浜に係
留していた

田島の大浦八幡神社にある寄附
碑。これは五島捕鯨会社からのも
の。そのほかに西海の宇久島（う
くじま）や対馬など古式捕鯨ゆか
りの地からも寄附があった

2014年、網大工・兼
田四郎さん（中央）が
復元した「鯨網」

双海船や鯨網の復元など
に取り組む宮本住逸さん

内海町歴史民俗資料展示室
にある「生月捕鯨組預り證」
（1902年［明治35］。戸田
家）。双海船からノミ一丁に
至るまで詳細に記されている

広
島
県
福
山
市
・
田
島
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っ
た
の
で
、
各
所
で
墓
が
残
っ
て
い
ま
し

た
。
死
因
は
伝
染
病
と
捕
鯨
中
の
事
故
が

半
々
の
よ
う
で
す
」

　

西
海
に
赴
い
た
田
島
の
人
た
ち
は
、
少

な
く
見
積
も
っ
て
も
年
間
1 

0 

0 

人
は
下

ら
な
い
だ
ろ
う
と
宮
本
さ
ん
は
言
う
。
次

に
訪
れ
た
生
月
島
で
、
編
集
部
は
そ
の
足

跡
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

き
わ
め
て
合
理
的
な

産
業
シ
ス
テ
ム

「
こ
の
あ
た
り
な
の
で
す
が
…
…
」　

　

勢
い
よ
く
伸
び
る
夏
草
を
踏
み
分
け
つ

つ
案
内
す
る
の
は
、
平
戸
市
生
月
町
博
物

館 

島
の
館
の
学
芸
員
、
中
園
成し

げ
お生

さ
ん
。

生
月
島
の
文
化
で
あ
る
捕
鯨
な
ど
の
民
俗

を
研
究
し
て
い
る
。

「
あ
り
ま
し
た
！ 

こ
れ
で
す
」　

　

額
に
汗
し
た
中
園
さ
ん
が
指
さ
す
先
に

は
、
草
に
半
ば
覆
わ
れ
た
墓
石
が
あ
っ
た
。

風
化
し
て
い
る
も
の
の
、「
田
嶋
（
島
）
磯

屋
佐
助
」
と
い
う
墓
碑
銘
は
読
み
取
れ
た
。

田
島
か
ら
働
き
に
来
て
、
生
月
島
で
亡
く

な
っ
た
人
の
お
墓
だ
。「
申
し
訳
な
い
の
で

す
が
、
で
き
る
だ
け
風
化
を
防
ぐ
た
め
に

普
段
は
横
倒
し
に
し
て
い
る
の
で
す
」
と

中
園
さ
ん
は
語
っ
た
。

　

こ
の
そ
ば
に
、
江
戸
時
代
に
日
本
最
大

の
鯨
組
と
称
さ
れ
た
益
冨
組
の
「
納
屋
場

跡
」
が
あ
る
。
鯨
は
波
打
ち
際
で
解
体
さ

れ
、
浜
辺
に
は
鯨
を
加
工
す
る
大
納
屋
、

小
納
屋
の
ほ
か
、
鯨
舟
や
網
と
い
っ
た
道

具
を
修
理
す
る
前ま

え
さ
く
じ
ば

作
事
場
、
従
業
員
が
暮

ら
す
長
屋
が
並
ん
で
い
た
。

「
当
時
は
一
つ
の
鯨
組
で
5 

0 

0 

〜
6 

0 

0 
人
が
働
い
て
い
ま
し
た
。
益
冨
組
は
最

盛
期
に
鯨
組
を
五
つ
抱
え
て
い
ま
し
た
か

ら
、
3 
0 
0 
0
人
を
超
え
る
人
を
雇
っ
て

い
た
よ
う
で
す
」
と
中
園
さ
ん
。

　

西
海
で
は
紀
州
か
ら
さ
ほ
ど
遅
れ
る
こ

と
な
く
突
取
法
、
次
い
で
網
取
法
に
よ
る

古
式
捕
鯨
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
生
月

島
で
本
格
的
に
捕
鯨
が
始
ま
っ
た
の
は
畳

屋
（
益
冨
）・
田
中
組
が
操
業
し
た
1 
7 
2 

5
年
（
享
保
10
）。
や
や
後
発
だ
が
鯨
油
に

的
を
絞
っ
た
点
が
特
徴
だ
。

「
こ
れ
は
西
海
全
般
に
い
え
る
こ
と
で
す

が
、
紀
州
や
土
佐
が
鯨
肉
を
主
と
し
た
の

に
対
し
、
こ
ち
ら
は
徹
底
的
に
鯨
油
で
す
。

ま
ず
脂
肪
層
を
含
む
皮
を
は
ぐ
と
い
う
解

体
法
は
西
洋
の
や
り
方
と
同
じ
で
す
」

　

鯨
油
を
採
っ
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
主

目
的
と
す
る
た
め
、
西
海
の
古
式
捕
鯨
は

産
業
と
し
て
の
色
合
い
が
非
常
に
濃
い
と

中
園
さ
ん
は
言
う
。
田
島
の
網
職
人
の
よ

う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
務
に
適
し
た
人
材

を
各
地
か
ら
集
め
て
い
た
。

「
刃
刺
は
、
太
地
で
は
世
襲
制
、
土
佐
は

実
力
が
あ
れ
ば
登
用
さ
れ
る
能
力
主
義
。

と
こ
ろ
が
、
益
冨
組
は
潜
水
漁
業
の
盛
ん

な
漁
村
か
ら
ス
カ
ウ
ト
し
て
い
ま
し
た
」

　

刃
刺
は
弱
っ
た
鯨
の
背
に
と
り
つ
き
、

鼻
を
抉え

ぐ

っ
て
綱
を
通
す
大
事
な
役
目
を
担

っ
た
。
泳
ぎ
が
達
者
で
豪
胆
な
者
で
な
い

と
務
ま
ら
な
い
。
そ
こ
で
ヘ
ッ
ド
ハ
ン
テ

ィ
ン
グ
し
て
い
た
の
だ
。

「
鯨
舟
の
装
飾
が
簡
素
な
の
は
費
用
を
惜

し
ん
だ
か
ら
で
す
し
、
銛
は
消
耗
品
と
考

え
て
柄
に
は
丸
太
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い

る
。
利
潤
の
追
求
は
徹
底
し
て
い
ま
す
」

　

鯨
油
は
農
薬
と
し
て
九
州
諸
藩
に
販
売

さ
れ
、
食
用
の
部
位
は
関
門
海
峡
を
抜
け

て
瀬
戸
内
海
沿
岸
や
大
坂
に
出
荷
さ
れ
て

い
る
。
益
冨
組
は
手て

ぶ
ね船

と
呼
ば
れ
る
運
搬

船
を
保
有
し
、
行
き
来
す
る
な
か
で
さ
ま

ざ
ま
な
物
資
も
購
入
し
、
生
月
島
に
戻
っ

て
い
く
。
生
産
と
流
通
を
一
体
化
し
た
益

生月島の北端にある大バエ灯台からの眺め。
かつてこの海で古式捕鯨が行なわれていた

長
崎
県
平
戸
市
・
生
月
島
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冨
組
は
現
代
の
企
業
と
変
わ
ら
な
い
、
先

進
的
な
活
動
を
行
な
っ
て
い
た
の
だ
。

　

鯨
が
激
減
し
た
こ
と
で
益
冨
組
は
1 

8 
7 

4
年
（
明
治
7
）
に
捕
鯨
業
か
ら
撤
退
す

る
が
、
そ
れ
ま
で
に
捕
獲
し
た
頭
数
は
2

万
頭
、
収
益
は
3 
3 
0 

万
両
に
上
る
と
い

う
。
平
戸
藩
に
と
っ
て
も
古
式
捕
鯨
は
大

き
な
収
入
源
だ
っ
た
ろ
う
。

隠
れ
な
か
っ
た

「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」

　

益
冨
組
が
も
た
ら
す
仕
事
は
島
民
も
潤

し
た
。
鯨
は
余
す
と
こ
ろ
な
く
利
用
（
注

13
）
で
き
た
の
で
、
加
工
は
島
民
も
担
っ

て
い
た
は
ず
だ
。
こ
れ
が
生
活
の
助
け
に

な
り
、
島
民
の
「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
信

仰
」（
以
下
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
）
を
守
っ
た

面
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
聞
く
と
、
真
夜

中
に
人
目
の
な
い
場
所
に
籠
っ
て
オ
ラ
シ

ョ
（
お
祈
り
）
を
唱
え
る
…
…
そ
ん
な
イ
メ

ー
ジ
を
抱
く
と
思
い
ま
す
が
、
生
月
島
で

は
屋
外
で
行
事
を
し
、
オ
ラ
シ
ョ
も
大
き

な
声
で
唱
え
ま
す
」
と
中
園
さ
ん
。

　

そ
の
理
由
は
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
信

者
（
以
下
、
信
者
）
の
川
﨑
雅ま

さ
い
ち市

さ
ん
の
ご

自
宅
を
訪
ね
て
わ
か
っ
た
。
一
階
の
広
間

に
は
祭
壇
が
四
つ
あ
る
。
向
か
っ
て
右
か

ら
、
氏
神
様
（
お
伊
勢
様
）
の
神
棚
、
か
く

（注 13）余すところなく利用

肉は塩蔵肉に、髭は提灯の取っ
手や扇子の要に、尾の筋は綿打
ち弓の弦に用いられるなど、鯨は
捨てる部位がなかった。

（注 14）組

生月島の場合、「津元」（つもと）や「垣内」
（かきうち）と呼ばれる組がある。20～50
軒で構成され、そのなかに4～5軒からなる
「小組（コンパンヤ）」という下部組織がある。

※禁教

1612年（慶長17）および翌年に江戸幕府
が発令した「慶長の禁教令」を指す。広義
ではそれ以前の豊臣秀吉による1587年
（天正15）の「バテレン追放令」などもある。

（注 15）平戸藩のキリシタン弾圧

初代藩主・松浦鎮信（しげのぶ）が幕府
の禁教※より15年前の1599年（慶長
4）に禁教に転じたため幕府から疑われ
ず、監視も多少ゆるかったと考えられる。

か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
と
は
別
個
に
神
道
、

仏
教
も
信
仰
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ

ぞ
れ
の
宗
教
・
信
仰
が
並
存
し
て
い
る
の

で
す
」

　

弾
圧
は
あ
っ
た
が
、
他
の
地
域
に
比
べ

て
、
平
戸
藩
は
さ
ほ
ど
苛
烈
で
は
な
か
っ

た
こ
と
も
幸
い
し
た
（
注
15
）。

「
平
戸
藩
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
か
ど
う
か
の

判
断
を
『
仏
教
を
信
仰
し
て
い
る
か
否

か
』
で
決
め
て
い
た
節
が
あ
る
。
だ
か
ら

並
存
を
選
ん
だ
生
月
島
の
信
者
は
信
仰
を

島の館に展示されている鯨舟。左から勢子舟、持双舟、双海舟（いずれも縮尺
1/10）。太地の鯨舟とは違い、非常にシンプルな塗装だ

平戸市生月町博物館 島の
館の学芸員、中園成生さん

れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
組
（
注
14
）
の
ご
神
体

で
あ
る
「
御ご

前ぜ
ん
さ
ま様

」、
先せ

ん
そ祖

様
（
仏
壇
・
禅

宗
）、
お
大だ

い
し師

様
（
弘
法
大
師
空
海
・
真
言
宗
）

が
並
ぶ
。
こ
の
光
景
こ
そ
生
月
島
の
か
く

れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
あ
り
方
を
物
語
っ
て
い

る
と
中
園
さ
ん
は
言
う
。

「
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
は
『
宣
教
師
が
い

な
く
な
っ
た
あ
と
、
仏
教
や
神
道
と
混
ざ

り
合
っ
て
で
き
た
独
特
の
信
仰
』
と
見
な

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
生
月
島
の
信
者
さ
ん
た
ち
は
、

田島から働きに来て生月島で亡くなった「田嶋
（島）磯屋佐助」の墓石。横倒しにしているのは風
化を防ぐため

納屋場跡から少し離れた海岸にある益冨組の網
干し場「古賀江網干場」。平たい石を敷き詰めて
いるのは、冬でも石が熱を帯びることで網が早く
乾くからだ

益冨組の解体場を再現したジオラマ（島の館）。
頭を陸側にして、轆轤（ろくろ）と大切（おおき
り）包丁を使い、背中の皮から剥いでいく。解体
の手順は13段階あったという。右上は江戸時代、
日本最大の鯨組と称された益冨組の納屋場跡。
鯨の解体場があった海岸は御崎（みさき）漁港と
なった
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（注 16）まき網（巾着網）漁業

魚群を囲んで網を張ったあと、網底を締めて一網
打尽にする漁。生月島では明治時代の終わりごろ
に始まり、昭和初期以降、動力化した網船で遠方
に出漁するようになった。

（注 17）打瀬網漁

風の力で袋網を引いて魚介類を
獲る漁法。海底に棲むエビ、カ
ニ、カレイなどの魚介類を狙う。

守
る
こ
と
が
で
き
、
行
事
に
も
あ
ま
り
秘

匿
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　

と
は
い
え
、
異
な
る
宗
教
・
信
仰
を
並

行
す
る
の
は
大
変
だ
。
神
社
や
寺
を
維
持

し
つ
つ
、
行
事
の
た
び
に
出
費
も
嵩
む
。

そ
れ
で
も
生
月
島
の
信
者
た
ち
が
家
や
集

落
、
信
仰
組
織
を
維
持
で
き
た
の
は
、
古

式
捕
鯨
や
そ
の
後
の
ま
き
網
（
巾
着
網
）
漁

業
（
注
16
）
で
経
済
力
を
保
て
た
こ
と
が
大

き
い
。
川
﨑
さ
ん
自
身
、
16
歳
か
ら
50
歳

ま
で
遠
洋
ま
き
網
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
。

「
一
年
で
家
に
い
る
の
は
50
〜
60
日
ほ
ど
。

あ
と
は
ず
っ
と
船
に
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

オ
ラ
シ
ョ
を
覚
え
た
の
も
船
の
な
か
な
ん

で
す
よ
」
と
川
﨑
さ
ん
は
微
笑
ん
だ
。

「
そ
の
後
」
に
活
き
た

古
式
捕
鯨
の
ノ
ウ
ハ
ウ

　

川
﨑
さ
ん
が
従
事
し
て
い
た
遠
洋
ま
き

網
漁
業
は
、
古
式
捕
鯨
と
共
通
す
る
点
が

多
い
と
中
園
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。

「
ど
ち
ら
も
集
団
で
の
漁
で
す
。
一
人
だ

け
フ
ァ
イ
ン
プ
レ
ー
を
し
て
も
う
ま
く
い

か
な
い
。
ま
き
網
の
漁
獲
物
も
遠
方
に
販

売
し
ま
す
し
、
資
本
を
ど
う
再
投
資
す
る

か
を
皆
で
考
え
、
行
政
と
も
折
衝
し
て
漁

獲
量
を
調
整
す
る
。
大
人
数
が
協
力
し
な

い
と
目
的
が
果
た
せ
な
い
と
い
う
点
で
古

式
捕
鯨
の
シ
ス
テ
ム
と
似
て
い
ま
す
」

　

古
式
捕
鯨
が
そ
の
後
に
つ
な
が
る
の
は
、

太
地
と
田
島
も
同
じ
だ
。
捕
鯨
が
下
火
に

な
っ
た
あ
と
、
太
地
の
人
た
ち
は
、
ア
メ

リ
カ
に
渡
り
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
港
に
で
き

た
缶
詰
工
場
で
ツ
ナ
缶
な
ど
の
製
造
に
従

事
し
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ブ
ル
ー

ム
町
の
真
珠
産
業
に
ダ
イ
バ
ー
と
し
て
か

か
わ
っ
た
。
田
島
の
人
た
ち
は
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
で
「
打う

た

瀬せ
あ
み
り
ょ
う

網
漁
（
注
17
）」

を
皮
切
り
に
造
船
業
な
ど
に
進
出
し
て
財

を
蓄
え
、
故
郷
に
送
金
し
た
と
い
う
歴
史

も
あ
る
。
捕
鯨
が
な
く
な
っ
て
も
、
培
っ

た
も
の
が
途
絶
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

紀
州
・
太
地
か
ら
伝
わ
っ
た
突
取
法
・

網
取
法
は
、
田
島
が
そ
れ
に
適
し
た
網
を

人
の
行
き
来
を
介
し
て
提
供
し
た
こ
と
で
、

益
冨
組
を
は
じ
め
と
す
る
西
海
捕
鯨
の
隆

盛
に
つ
な
が
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
技
や
ノ

ウ
ハ
ウ
を
活
か
す
道
を
外
国
に
も
求
め
た
。

海
と
い
う
広
大
な
空
間
を
、
船
を
操
り
生

き
抜
い
た
先
人
た
ち
の
姿
に
、
人
間
の
し

ぶ
と
さ
、
た
く
ま
し
さ
を
感
じ
る
。

（
2 

0 

1 

6
年
7
月
23
〜
24
日
、
8
月
2
日
、　　
　

8
月
26
〜
27
日
取
材
）

Story4

かくれキリシタン信者の川﨑雅市さん宅の居間。宗教・信仰の異なる四つの祭壇が並ぶ

「行事では酒と肴は必須です。
大きな行事ではおせち料理の
ようなものや団子、餅などもそ
ろえます」と話す川﨑雅市さん

組のご神体「 御前
様」。掛け軸仕立ての
「お掛け絵」と呼ばれ
る聖画が奥にある。右
手前にある鶴首の壺
「お水瓶」には「サン
ジョワン様」と呼ぶ聖
水が保管されている

生月島と平戸島の間にある中江ノ島。かくれキリシタンの聖地とされ、聖水
はこの島で汲む。禁教時代初期（1622年と1624年）に平戸藩によるキ
リシタンの処刑が行なわれた

太地町歴史資料室に展示さ
れている「チキン・オブ・ザ・
シー（シーチキン）」の缶詰。
古式捕鯨が下火になったあと、
アメリカへ渡った太地の人た
ちがその製造に従事した　
太地町歴史資料室蔵
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そ
う
簡
単
に
は

で
き
な
い
こ
と

　

も
の
を
運
ぶ
た
め
に
生
ま
れ
、
そ

し
て
発
達
し
た
和
船
は
人
力
や
風
の

力
で
人
が
動
か
す
も
の
。
人
が
動
け

ば
交
流
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も

つ
多
様
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
混
ざ
り

合
っ
て
新
し
い
何
か
が
生
ま
れ
る
。

今
回
は
そ
の
何
か
を
「
昆
布
ロ
ー

ド
」「
陶
器
」「
民
謡
」「
古
式
捕
鯨
」

の
四
つ
に
絞
り
、
起
源
と
い
わ
れ
る

地
域
と
、
伝
わ
っ
た
こ
と
で
変
化
が

生
じ
た
地
域
の
双
方
を
取
材
し
た
。

　

取
材
の
た
び
に
海
を
見
た
。
そ
し

て
和
船
が
か
ら
む
そ
の
土
地
の
歴
史

と
営
ま
れ
た
生
活
に
つ
い
て
た
く
さ

ん
の
話
を
聞
い
た
。
感
じ
た
の
は

「
昔
の
人
た
ち
は
、
今
の
私
た
ち
が

思
い
も
つ
か
な
い
よ
う
な
視
野
と
バ

イ
タ
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
」
と
い
う
こ
と
。「
板い

た
ご子

一
枚

下
は
地
獄
」
と
い
う
ほ
ど
海
の
仕
事

は
危
険
だ
が
、
そ
れ
を
も
の
と
も
せ

ず
船
を
駆
っ
て
ど
こ
へ
で
も
行
っ
た
。

　

そ
の
和
船
時
代
に
比
べ
る
と
、
今

の
方
が
移
動
は
は
る
か
に
速
く
て
楽

で
安
全
だ
。
東
京
か
ら
な
ら
、
北
海

道
も
沖
縄
も
日
帰
り
で
き
る
。

　

全
国
大
会
優
勝
者
や
師
匠
が
唄
う

公
演
が
日
に
三
度
行
な
わ
れ
る
江
差

追
分
会
館
。
訪
れ
た
中
学
生
た
ち
に

壇
上
か
ら
江
差
追
分
を
説
明
し
一
緒

に
唄
わ
せ
て
い
た
上
席
師
匠
の
浅
沼

和
子
さ
ん
に
「
江
差
追
分
を
も
っ
と

シ
ン
プ
ル
な
、
唄
い
や
す
い
も
の
に

し
な
い
の
は
な
ぜ
？
」
と
不
躾
な
質

問
を
し
た
。
す
る
と
浅
沼
さ
ん
は

「
簡
単
で
は
な
い
で
す
が
、
長
い
時

間
か
け
て
同
じ
節
回
し
を
練
習
し
、

息
を
切
ら
さ
ず
一
節
を
歌
い
き
る
こ

と
が
で
き
た
ら
大
き
な
喜
び
と
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
自
ら
が
生
き
る
こ
と

と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
海
を

渡
っ
て
唄
い
継
が
れ
て
き
た
江
差
追

分
な
の
で
す
」
と
言
っ
た
。

海
と
舟
に
見
る

昔
と
今
の
時
間
軸

　

哀
愁
漂
う
節
回
し
の
江
差
追
分
。

馬
を
引
き
な
が
ら
、
ま
た
は
船
の
上

で
、
あ
る
い
は
一
仕
事
終
え
た
宴
の

席
で
、
口
伝
え
で
長
い
年
月
を
か
け

て
伝
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
を
現

代
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
な
い
背
景
に
は
、

積
み
重
ね
た
時
間
へ
の
敬
意
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
日
、
本
誌
52
号
で
寄
稿
し
て
い

た
だ
い
た
関
野
吉
晴
さ
ん
と
お
目
に

か
か
る
機
会
が
あ
っ
た
。
手
づ
く
り

の
船
で
航
海
し
た
経
験
を
も
つ
関
野

さ
ん
に
、
島
か
ら
島
へ
と
渡
り
生
活

圏
を
広
げ
た
太
古
の
人
た
ち
と
現
代

の
私
た
ち
と
で
何
が
違
う
の
だ
ろ
う

か
と
尋
ね
た
。
そ
の
答
え
は
「
時
間

の
捉
え
方
の
違
い
」
だ
っ
た
。

「『
私
の
代
で
あ
の
島
ま
で
行
き
、

子
ど
も
の
代
で
そ
の
次
の
島
へ
』。

そ
う
思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
毎
日
じ
っ
と
海
を
見
て

『
こ
の
時
期
の
こ
う
い
う
天
気
の
と

き
は
渡
れ
そ
う
だ
な
』
と
見
定
め
ら

れ
る
し
、
焦
っ
て
い
な
い
の
で
い
い

時
期
に
漕
ぎ
出
せ
る
。
私
自
身
は
1

年
で
渡
ろ
う
と
し
た
け
れ
ど
3
年
か

か
り
ま
し
た
。
太
古
の
人
か
ら
見
た

ら
、
私
の
計
画
は
少
し
性
急
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

北
前
船
は
沿
岸
の
湊
に
寄
っ
て
荷

を
売
り
買
い
し
な
が
ら
旅
を
し
た
。

風
が
悪
け
れ
ば
何
日
も
滞
在
し
た
。

ず
い
ぶ
ん
悠
長
に
思
う
が
、
帆
船
ゆ

え
の
「
風
待
ち
」
の
時
間
が
情
報
交

換
や
遊
興
と
い
っ
た
人
の
交
流
を
も

た
ら
し
、
江
差
追
分
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
文
化
の
礎
と
な
っ
た
。
翻
っ
て
現

代
は
、
便
利
に
な
っ
て
楽
に
な
る
は

ず
が
、
逆
に
時
間
に
追
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
。

リ
ス
ク
は
あ
っ
て
も

チ
ャ
ン
ス
に
賭
け
る

　

古
式
捕
鯨
の
網
取
法
は
太
地
が
発

祥
の
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
銛
や
網

を
扱
う
技
術
を
太
地
の
人
だ
け
で
す

べ
て
編
み
出
し
た
と
は
考
え
に
く

い
」
と
太
地
町
歴
史
資
料
室
の
櫻
井

敬
人
さ
ん
は
話
す
。

「
太
地
の
周
辺
に
技
や
経
験
を
も
っ

た
人
た
ち
が
い
て
、
そ
の
人
た
ち
の

力
や
知
恵
を
集
め
て
始
ま
っ
た
と
考

え
た
方
が
自
然
で
す
。
例
え
ば
伊
勢

湾
は
銛
の
漁
が
盛
ん
で
し
た
し
、
太

地
の
北
に
は
イ
ワ
シ
を
地
引
網
で
獲

っ
て
い
た
地
域
も
あ
り
ま
す
」

　

今
、
海
上
輸
送
は
大
型
や
大
量
な

も
の
を
運
ぶ
こ
と
に
ほ
ぼ
特
化
し
て

い
る
が
、
か
つ
て
船
、
そ
し
て
海
は

も
の
に
加
え
て
情
報
や
技
を
運
ぶ
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
っ
た
の
だ
。
東
北
と

東
海
を
つ
な
い
だ
常
滑
焼
・
渥
美
焼

も
そ
の
産
物
と
い
っ
て
い
い
。

　

鯨
網
の
職
人
を
西
海
に
毎
年
送
り

込
ん
で
い
た
田
島
に
「
田
島
の
田
な

し
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
平
地
が

少
な
く
米
が
採
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ

れ
は
太
地
も
同
様
だ
。
太
地
と
田
島

の
人
々
は
、
捕
鯨
が
下
火
に
な
る
と

海
外
に
活
路
を
見
い
だ
す
。
櫻
井
さ

ん
は
そ
の
心
理
を
「
貧
し
く
て
食
べ

ら
れ
な
い
か
ら
」
で
は
な
く
「
短
期

間
で
大
金
を
手
に
す
る
た
め
に
リ
ス

ク
を
負
っ
た
」
と
分
析
し
て
い
る
。

「
た
と
え
リ
ス
ク
が
あ
っ
て
も
、
家

族
を
食
べ
さ
せ
る
た
め
に
大
き
な
チ

ャ
ン
ス
が
あ
る
の
な
ら
そ
れ
に
賭
け

よ
う
。
目
の
前
の
海
で
な
く
て
も
漁

の
腕
前
は
活
か
せ
る
は
ず
―
―
そ
う

考
え
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

富
山
藩
と
薩
摩
藩
の
、
幕
府
の
目

を
盗
ん
で
の
昆
布
と
薬
種
の
取
引
は
、

公
に
な
れ
ば
大
変
な
騒
動
に
な
っ
た

だ
ろ
う
。
町
民
を
窓
口
に
す
る
、
文

書
は
残
さ
な
い
と
い
う
最
低
限
の
リ

ス
ク
ヘ
ッ
ジ
は
し
て
い
た
も
の
の
、

い
つ
ば
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の

リ
ス
ク
と
引
き
換
え
に
、
両
藩
は
収

益
を
上
げ
、
一
方
は
歴
史
を
変
え
た
。

　

私
た
ち
は
便
利
で
効
率
の
い
い
、

安
全
な
生
活
を
求
め
て
き
た
が
、「
そ

れ
で
い
い
の
か
？
」
と
思
う
人
も
出

て
き
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば

よ
い
の
か
。
和
船
は
す
で
に
な
い
が
、

海
を
舞
台
に
、
リ
ス
ク
は
あ
っ
て
も

己
の
腕
を
信
じ
て
し
ぶ
と
く
生
き
た

か
つ
て
の
人
々
の
視
野
の
広
さ
と
心

意
気
に
思
い
を
馳
せ
る
と
、
こ
れ
か

ら
を
生
き
抜
く
た
め
の
手
が
か
り
が

見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

和船が運んだ文化　文化をつくる
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丸
木
舟
の
時
代

　

3
万
年
前
に
人
類
が
沖
縄
に
渡
っ
て
き

た
航
海
の
実
験
に
つ
い
て
、
与
那
国
島
か

ら
西
表
島
ま
で
の
75 

km
間
、
草く

さ
ぶ
ね舟

漕
ぎ
が

行
な
わ
れ
た
と
、
2 

0 

1 

6
年
（
平
成
28
）

7
月
18
日
の
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
。
当
時
は
丸
太
を
削
る
斧
が
な
か
っ
た

と
考
え
、
水
生
植
物
と
ツ
ル
性
植
物
の
草

舟
の
航
海
実
験
と
な
っ
た
と
い
う
。

　

木
を
伐
採
す
る
斧
が
発
展
す
る
と
丸
木

舟
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
須
藤
利

一
編
・
著
『
船
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
1 

9 

6 

8
）
に
、
丸
木
舟
の
三
形
態
と
し
て
、

竹
筒
を
縦
に
二
つ
割
り
に
し
た
よ
う
な
割

竹
形
、
そ
の
前
後
端
を
尖
ら
せ
た
鰹
節
形
、

鰹
節
形
の
前
後
端
を
直
線
的
に
切
っ
た
箱

形
と
分
類
す
る
。
丸
木
舟
が
そ
の
後
の
船

つ
く
り
の
原
型
と
な
る
。

　

川
崎
晃
稔
著
『
日
本
丸
木
舟
の
研
究
』

（
法
政
大
学
出
版
局
・
1 

9 

9 

1
）
は
、
南
九

州
、
南
西
諸
島
を
く
ま
な
く
歩
き
丸
木
舟

の
製
作
と
そ
の
儀
礼
に
つ
い
て
論
ず
る
。

種
子
島
の
丸
木
舟
に
つ
い
て
、
原
始
林
に

自
生
す
る
「
ヤ
ク
タ
ネ
五
葉
松
」
を
用
材

と
し
て
、
山
主
か
ら
払
い
下
げ
を
受
け
た

船
主
は
、
伐
採
す
る
前
に
お
祭
り
を
や
る
。

大
木
は
必
ず
神
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
、
お

祭
り
は
神
に
他
の
木
に
移
っ
て
も
ら
う
儀

式
で
あ
る
。
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、
危
険

な
海
の
仕
事
に
差
し
障
り
が
生
じ
る
。
供

物
は
、
米
一
皿
、
焼
酎
燗
瓶
二
本
、
笹
シ

ュ
エ
イ
（
波
打
ち
際
の
き
れ
い
な
小
石
を
笹
で

包
み
込
ん
だ
も
の
）
一
対
で
あ
る
。
そ
れ
か

ら
枕
木
を
設
置
し
、
伐
採
、
マ
ル
キ
ブ
ネ

の
粗
形
を
つ
く
り
、
舟
の
底
部
カ
ワ
ラ
、

舟
の
上
部
ホ
リ
ヅ
ラ
を
削
り
、
胴
部
な
ど

削
り
、
ほ
ぼ
ア
ラ
ギ
リ
が
出
来
上
が
る
と
、

神
に
報
告
し
、
参
加
し
た
人
で
お
祝
い
を

す
る
。
舟
を
山
か
ら
下
し
、
山
だ
し
祝
い

が
な
さ
れ
、
仕
上
げ
が
終
わ
る
と
、
縁
起

の
よ
い
日
（
丑
の
日
）
に
舟
お
ろ
し
と
な
る
。

丸
木
舟
つ
く
り
に
は
、
山
・
川
・
海
の

神
々
に
敬
意
を
表
す
る
日
本
の
伝
統
行
事

が
連
綿
と
続
く
。

　

出
口
晶
子
著
『
丸
木
舟
』（
法
政
大
学
出
版

局
・
2 

0 

0 

1
）
で
は
、
丸
木
舟
を
海
・

川
・
湖
か
ら
見
た
列
島
の
歴
史
動
態
と
し

て
捉
え
、
物
と
人
間
の
間
に
成
立
す
る
技

の
こ
と
わ
り
を
知
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
、
列
島
各
地
の
丸
木
舟
を
踏
査
す
る
。

ア
イ
ヌ
の
チ
プ
、
近
世
琉
球
の
刳く

り
ぶ
ね舟

、
種

子
島
の
櫓
を
持
つ
刳
舟
、
美
保
神
社
の
モ

ロ
タ
ブ
ネ
、
中な

か
う
み海

の
ソ
リ
コ
ブ
ネ
、
隠
岐

の
ト
モ
ド
、
若
狭
湾
以
東
の
ド
ブ
ネ
型
丸

木
舟
、
富
山
湾
の
ド
ブ
ネ
、
越
中
・
神じ

ん
づ
う通

川が
わ

の
サ
サ
ブ
ネ
、
越
後
・
荒
川
の
カ
ワ
フ

ネ
な
ど
を
論
ず
る
。

　
（
財
）
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
編
『
丸

木
舟
の
時
代
―
び
わ
湖
と
古
代
人
』（
サ
ン
ラ

イ
ズ
出
版
・
2 

0 

0 

7
）
は
、
昭
和
39
年
近

江
八
幡
市
水
茎
内
湖
か
ら
発
見
さ
れ
た
縄

文
時
代
の
丸
木
舟
を
通
し
て
、
琵
琶
湖
と

古
代
人
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
。
縄
文

時
代
は
移
動
生
活
か
ら
内
陸
部
で
の
定
住

生
活
へ
変
わ
り
、
沿
岸
部
の
食
料
資
源
を

確
保
す
る
た
め
に
丸
木
舟
を
活
用
す
る
こ

と
に
な
る
。
1 

9 

8 

8
年
（
昭
和
63
）
1
月
、

大
阪
市
長
原
高
廻
り
2
号
墳
で
船
形
埴
輪

が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
古
代
船
を
復
元
、

8
人
漕
ぎ
で
釜
山
ま
で
就
航
し
た
。
こ
の

プ
ロ
セ
ス
を
大
阪
市
教
育
委
員
会
編
・
発

行
『
よ
み
が
え
る
古
代
船
と
5
世
紀
の
大

阪
』（
1 

9 

8 

9
）
に
著
す
。

筏
流
し

　

現
在
で
は
、
筏い

か
だ

流
し
は
陸
送
に
と
っ
て

代
わ
り
、
河
川
を
利
用
す
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
な
く
な
っ
た
。
そ
の
筏
流
し
の
再
現

を
は
か
り
、
写
真
で
著
し
た
古
田
雅
久
撮

影
・
編
『
木
の
旅
長
良
川
』（
古
川
茂
樹
・
2 

0 

0 

0
）
が
あ
る
。
岐
阜
県
は
「
飛ひ

ざ
ん
の
う

山
濃

水す
い

」
と
言
わ
れ
、
飛
騨
の
秀
れ
た
山
、
美

濃
の
清
水
と
讃
え
ら
れ
て
き
た
。
全
長
約

1 

5 

0 

km
の
長
良
川
は
そ
の
流
域
民
に
多

く
の
恵
み
を
与
え
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は

木
材
と
い
う
資
源
で
あ
る
。
筏
流
し
は
、

ま
ず
山
小
屋
づ
く
り
か
ら
始
ま
り
、
杉
・

桧
等
を
伐
採
、
小
さ
い
谷
を
利
用
し
て
V

字
型
に
組
み
「
修し

ゅ
ら羅

」
を
つ
く
り
、
木
出

し
を
す
る
方
法
で
あ
る
。
修
羅
か
ら
川
へ

落
と
し
、
川
堰
を
つ
く
り
、
木
馬
で
の
運

搬
、
そ
し
て
筏
を
組
み
、
筏
流
し
と
な
る
。

　

木
曽
川
の
筏
流
し
は
名
古
屋
城
の
築
造
、

城
下
町
の
建
設
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
。（
財
）

長
野
営
林
局
作
業
課
編
『
木
曽
式
伐
木
運

材
圖
絵
』（（
財
）
長
野
営
林
局
互
助
会
・
1 

9 

5 

4
）、（
財
）
林
野
弘
済
会
長
野
支
部

編
・
発
行
『
木
曽
式
伐
木
運
材
図
会
』（
1 

9 

7 

5
）
の
2
書
は
、
江
戸
期
に
お
け
る
川

狩
り
、
筏
流
し
を
日
本
画
で
描
く
。
同
様

に
、
富
田
礼
彦
著
『
飛
騨
運
材
図
会
』（
住

伊
書
店
・
1 

9 

1 

7
、
復
刻
版
岐
阜
県
郷
土
資

古賀 邦雄 さん
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
U R L：http://mymy.jp/koga/
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。

丸
木
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船
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で
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料
刊
行
会
か
ら
1 

9 

7 

0
年
に
刊
行
）
は
、
天

領
飛
騨
の
河
川
の
利
用
を
伴
う
官
材
運
搬

を
描
写
す
る
。
益
田
川
か
ら
飛
騨
川
と
木

曽
川
を
利
用
し
て
、
尾
張
白
鳥
湊
へ
出
さ

れ
る
。
吉
野
川
に
つ
い
て
は
、
辻 

隆
道
著

『
吉
野
川
流
域
の
伐
出
技
術
』（
西 

徹
・
1 

9 

9 

5
）、
筑
後
川
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
音
吉

／
語
り
・
竹
島
真
理
／
聞
き
書
き
『
筑
後

川
を
道
と
し
て　

日
田
の
木
流
し
、
筏
流

し
』（
不
知
火
書
房
・
2 

0 

0 

7
）
が
あ
る
。

1 

9 

5 

4
年
（
昭
和
29
）、
水
力
発
電
用
の

夜よ
あ
け明

ダ
ム
が
完
成
、
筑
後
川
の
筏
流
し
が

途
絶
え
た
。

琵
琶
湖
の
船

　

琵
琶
湖
は
、
面
積
6 

7 

0 

・
25 

㎢
を
有

す
る
日
本
最
大
の
湖
で
あ
る
。
古
代
か
ら

水
運
が
発
達
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
船
が
行
き

交
っ
た
。
日
本
海
の
物
資
が
陸
路
で
琵
琶

湖
へ
運
び
込
ま
れ
、
京
へ
向
か
っ
た
。
谷

口
嘉
六
・
宮
部
義
男
共
著
『
日
本
海
と
大

阪
湾
と
を
結
ぶ
水
運
の
聯
絡
』（
寶
文
館
・
1 

9 

3 

5
）
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
琵

琶
湖
運
河
計
画
が
な
さ
れ
た
。
織
田
信
長

は
安
土
城
を
築
き
、
琵
琶
湖
の
水
運
を
図

る
た
め
に
大
型
船
を
建
造
し
た
。
用
田
政

晴
著
『
信
長 

船
づ
く
り
の
誤
算
』（
サ
ン
ラ

イ
ズ
出
版
・
1 

9 

9 

9
）
で
は
、
1 

5 

7 

3 

（
元
亀
4
）
年
、
大た

い
せ
ん
け
ん
ぞ
う

船
建
造
後
す
ぐ
に
早
船

に
解
体
し
た
と
い
う
。
信
長
は
大
船
が
琵

琶
湖
で
は
役
に
立
た
な
い
と
悟
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
琵
琶
湖
の
独
自
形
態
と
し
て
発

達
し
た
丸
子
船
は
、
帆
を
付
け
、
舳へ

先
は

板
を
立
て
並
べ
た
構
造
で
舷げ

ん
そ
く側

に
は
丸
太

を
半
裁
し
、
取
り
付
け
た
船
で
あ
る
。
江

戸
期
に
は
琵
琶
湖
舟
運
の
主
役
と
な
る
。

　

丸
子
船
に
つ
い
て
は
、
橋
本
鉄
男
著
・

用
田
政
晴
編
『
丸
子
船
物
語
』（
サ
ン
ラ
イ
ズ

印
刷
出
版
部
・
1 

9 

9 

7
）、
牧
野
久
実
著

『
琵
琶
湖
の
伝
統
的
木
造
船
の
変
容
―
丸
子

船
を
中
心
に
―
』（
雄
山
閣
・
2 

0 

0 

8
）
が

あ
る
。
西
廻
り
航
路
開
通
に
よ
り
琵
琶
湖

の
物
資
輸
送
は
低
下
す
る
。
さ
ら
に
明
治

期
東
海
道
線
の
開
通
に
伴
い
貨
客
輸
送
が

打
撃
を
受
け
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
観
光

遊
覧
船
の
航
行
と
な
っ
た
。
琵
琶
湖
の
船

に
つ
い
て
は
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
編
・

発
行
『
琵
琶
湖
の
船
―
丸
木
舟
か
ら
蒸
気

船
へ
―
』（
1 

9 

9 

3
）、
滋
賀
県
立
安
土
城

考
古
博
物
館
・
長
浜
市
長
浜
城
歴
史
博
物

館
編
・
発
行
『
琵
琶
湖
の
船
が
結
ぶ
絆
―

丸
木
船
・
丸
子
船
か
ら
「
う
み
の
こ
」
ま

で
―
』（
2 

0 
1 
2
）、
杉
江
進
著
『
近
世
琵

琶
湖
水
運
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
・
2 

0 

1 

1
）
が
あ
る
。

和
船
・
弁
才
船

　

石
井
謙
治
著
『
和
船
Ⅰ
』（
法
政
大
学
出
版

局
・
1 

9 

9 

5
）
は
、
江
戸
期
か
ら
明
治
に

か
け
て
の
国
内
海
運
に
重
要
な
役
割
を
担

っ
た
大
型
木
造
船
弁ベ

ざ
い
せ
ん

才
船
を
論
ず
る
。
海

運
・
造
船
の
中
心
地
で
あ
っ
た
大
阪
と
瀬

戸
内
の
船
匠
た
ち
が
、
弁
才
船
の
積つ

み
こ
く
す
う

石
数

2 

5 

0 

石
だ
っ
た
の
を
1 

0 

0 

0
石
と
大

型
化
し
て
発
展
す
る
。
長
い
船
首
材
を
突

き
出
し
た
鋭
角
的
な
一
本
水み

よ
し押

形
式
の
船

首
、
反
り
上
が
っ
た
船
首
尾
と
全
体
的
に

直
線
的
要
素
の
多
い
船
体
形
状
、
格
子
状

に
組
ま
れ
た
舷
側
の
垣か

き
た
つ立

、
そ
し
て
1
枚

の
大
き
な
帆
で
受
け
る
風
が
唯
一
の
動
力

で
あ
り
、
船
の
中
央
に
大
き
な
帆
柱
1
本

を
備
え
る
の
が
弁
才
船
の
特
徴
で
あ
る
。

筵む
し
ろ
ほ帆

か
ら
白
帆
す
な
わ
ち
木
綿
帆
に
代
わ

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
航
海
・
帆
走
の
両
技

術
の
進
歩
に
伴
い
乗
組
員
の
減
少
と
航
海

日
数
の
短
縮
化
が
図
ら
れ
た
。
海
難
と
信

仰
の
項
で
は
船ふ

な
だ
ま魂

信
仰
、
船ふ

な
え
ま

絵
馬
奉
納
、

住
吉
神
社
信
仰
も
論
ず
る
。

　

同
著
『
和
船
Ⅱ
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
1 

9 

9 

5
）
は
、
造
船
史
か
ら
見
た
著
名
な
船

と
し
て
、
秀
吉
の
日
本
丸
、
巨
艦
安あ

宅た
け

丸
、

水
戸
光
圀
の
快
風
丸
、
紀
伊
国
屋
文
左
衛

門
の
蜜み

か
ん柑

船
、
三
浦
按
針
の
洋
式
船
、
伊

達
政
宗
の
遣
欧
使
節
船
、
中
浜
万
次
郎
と

越
進
船
な
ど
を
捉
え
て
い
る
。
神
奈
川
大

学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
編
『
歴
史
と
民

俗
32
特
集
《
和
船
》』（
平
凡
社
・
2 

0 

1 

6
）

の
、
昆 

政
明
氏
「
船
絵
馬
に
見
る
弁
才
船

の
帆
走
」
で
は
、
船
絵
馬
に
描
か
れ
た
弁

才
船
の
船
体
は
横
位
置
、
帆
走
は
横
風
帆

走
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
分
析
す
る
。

日
本
海
を
帆
走
す
る
弁
才
船
の
雄
姿
は
美

し
い
。

帆
船
讃
歌

　

近
代
的
な
帆
船
も
美
し
い
。
そ
の
帆
走

は
乗
組
員
の
絶
え
間
な
い
厳
し
い
訓
練
に

よ
っ
て
培
わ
れ
て
い
る
。
横
浜
み
な
と
博

物
館
に
保
存
・
展
示
さ
れ
て
い
る
日
本
丸

は
、
1 

9 

3 

0
年
（
昭
和
5
）
建
造
さ
れ
た

練
習
帆
船
で
あ
る
。
定
員
1 

3 

8 

名
、
総

ト
ン
数
2 

2 

7 

8
ト
ン
、
全
長
97 

m
、
幅

13 

m
、
平
均
喫
水
5
・
3 

m
、
総
帆
数
29

枚
、
最
高
マ
ス
ト
の
高
さ
水
面
か
ら
46 

m

を
誇
る
。
大
杉
勇
著
『
帆
船
讃
歌
―
雲
と

波
そ
し
て
風　

海
に
学
ぶ
―
』（
成
山
堂
書

店
・
2 

0 

1 

6
）
は
、
練
習
船
日
本
丸
船
長

の
著
者
が
、
実
際
に
航
海
訓
練
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
1 

9 

5 

9
年
（
昭
和
34
）
太

平
洋
上
で
初
期
帆
走
訓
練
航
海
中
伊
勢
湾

台
風
と
闘
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
航
海
を

終
え
る
と
実
習
生
は
た
く
ま
し
く
成
長
す

る
。
中
村
庸つ

ね
お夫

著
『
帆
船
』（
朝
日
ソ
ノ
ラ

マ
・
1 

9 

7 

6
）
は
、
世
界
の
帆
船
を
写
真

で
紹
介
し
、
ク
リ
ッ
パ
ー
・
レ
ー
ス
、
練

習
帆
船
の
建
造
、
帆
船
レ
ー
ス
、
日
本

丸
・
海
王
丸
の
装
帆
図
と
一
般
配
置
平
面

図
を
載
せ
、
帆
船
の
魅
力
を
論
ず
。

　

お
わ
り
に
、
児
童
書
2
冊
を
掲
げ
る
。

柳
原
良
平
著
『
絵
巻
え
ほ
ん　

船
』（
こ
ぐ
ま

社
・
1 

9 

9 

0
）
は
、
帆
船
発
達
と
大
航
海

時
代
か
ら
華
や
か
な
客
船
の
時
代
の
世
界

の
船
を
描
い
て
い
る
。
ヒ
サ 

ク
ニ
ヒ
コ
絵

／
文
『
人
類
の
歴
史
を
作
っ
た
船
の
本
』

（
子
ど
も
の
未
来
社
・
2 

0 

1 

6
）
は
、
海
で

つ
な
が
っ
た
縄
文
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

発
達
し
た
大
型
の
帆
船
、
蒸
気
船
の
誕
生
、

地
中
海
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
船
、
帆
船
の
時

代
、
ペ
リ
ー
来
航
と
開
国
、
第
二
次
世
界

大
戦
と
船
に
つ
い
て
、
丁
寧
に
描
く
。
有

史
以
来
、
草
舟
、
丸
木
舟
、
筏
か
ら
豪
華

客
船
ま
で
船
の
変
遷
を
た
ど
り
、
人
類
の

発
展
に
は
、
船
の
進
化
が
あ
っ
た
と
位
置

づ
け
る
。
以
上
、
い
く
つ
か
の
書
を
挙
げ

て
き
た
が
、
船
は
、
山
と
川
と
湖
と
海
を

つ
な
ぎ
、
広
々
と
し
た
世
界
を
魅
了
さ
せ

て
く
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
か
ら
の
草
舟
の
航
海
実
験

が
、
3
万
年
前
に
人
類
が
沖
縄
に
渡
っ
て

き
た
こ
と
を
解
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
時

空
を
超
え
た
大
い
な
る
ロ
マ
ン
を
感
じ
ざ

る
を
得
な
い
。

　
〈
花
筏
本
流
に
出
て
解
散
す
〉

　
（
塩
川
雄
三
）
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伏流水と「もったいない精神」が生んだ

六田麩 水と風土が織りなす食文化の今を訪ねる「食の風土記」。今回は、ふっくらもちもち

とした食感が特徴の「六
ろ く だ ふ

田麩」です。江戸時代に宿場町として栄えた六田地区では、

大切な宿客を自慢の麩料理でもてなし大変喜ばれたそうです。いまや麩料理は、六田

の家庭の食卓の強い味方。「もったいない精神」が育んだというルーツを訪ねました。

特徴はこの分厚さと食感。煮崩れしにくい
ので、家庭でも重宝されている

水
の
恩
恵
を
受
け
た
宿
場
町

　

奥
羽
山
脈
の
西
山
麓
、
村
山
平
野
に
位

置
す
る
山
形
県
東
根
市
。
市
の
西
部
に
あ

る
六
田
地
区
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
麩
づ

く
り
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
き
た
。
グ
ル

テ
ン
（
注
1
）
を
主
原
料
と
す
る
麩
に
は
、

豊
富
な
水
と
小
麦
粉
が
欠
か
せ
な
い
。

　

東
根
市
一
帯
は
奥
羽
山
脈
を
源
と
す
る

白
水
川
、
野
川
、
乱
川
と
い
う
3
本
の
川

が
つ
く
り
出
し
た
扇
状
地
で
、
こ
の
地
形

が
生
み
出
す
伏
流
水
が
六
田
周
辺
で
湧
出

し
て
い
た
。
ま
た
、
古
く
か
ら
紅
花
や
葉

煙
草
の
主
産
地
で
あ
っ
た
六
田
で
は
、
こ

れ
ら
の
連
作
障
害
（
注
2
）
を
防
ぐ
方
法

と
し
て
小
麦
を
植
え
た
と
い
う
。

　

羽
州
街
道
が
通
る
六
田
は
交
通
の
要
所

と
し
て
栄
え
、
江
戸
時
代
に
は
六
田
宿
と

し
て
賑
わ
っ
た
。
享
和
年
間
（
1 

8 

0 

1
〜

1 

8 

0 

4
）
に
上
方
よ
り
や
っ
て
き
た
職
人

が
麩
の
製
造
に
欠
か
せ
な
い
「
水
」
と

「
小
麦
」
が
六
田
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、

そ
の
技
術
を
伝
え
た
こ
と
が
「
六
田
麩
」

の
起
源
と
さ
れ
る
。

肉
や
魚
に
代
わ
る
万
能
の
麩

　

六
田
麩
は
、
長
い
木
の
棒
に
巻
き
つ
け

て
焼
き
上
げ
る
独
特
な
形
の
焼
麩
だ
。
グ

ル
テ
ン
の
含
有
量
が
一
般
的
な
麩
の
3
倍

ほ
ど
多
く
、
も
っ
ち
り
肉
厚
で
、
噛
む
と

（注 1）グルテン

水で練った小麦粉に含まれるたんぱく質
の一種。小麦加工品をつくるうえで弾性
を決める重要な要素となる。

（注 2）連作障害

同じ土地で同じ作物を繰り返しつ
くりつづけると起きる生育不良、
収量減などを指す。

六
田
麩
（
山
形
県
東
根
市
）
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❶強力粉に六田の伏流水を加えて練った
もの　❷さらに練って何度も水で洗い流
すとグルテンができる　❸グルテンに小麦
粉を混ぜたものを 1本分の量に切り分け
る。六田ではほんの少ししか小麦粉を混ぜ
ない　❹熟練した職人がグルテンをのばし
ながら棒に巻きつけていく　❺ 10～15
分ほどかけて 1本ずつ焼いていく　❻棒
から抜き取った麩を一晩乾燥させて完成

1 「文四郎麩」の敷地内にある井戸。伏流水が湧き出している　2 果樹王国ひがしね案内人の
会 会長の太田浩雅さん　3 文四郎麩の六代目・齋藤文四郎さん　4 六代目とともに伝統の麩の
製造に取り組む齋藤幸信さん　5 文四郎麩が経営する麩料理処「清居（せいご）」の一品「煮
物」（焼き麩と季節の野菜）。これ以外にも造りやあんかけなどさまざまにアレンジされた麩の懐
石料理が味わえる

弾
力
が
あ
る
。
食
べ
ご
た
え
も
あ
り
、
肉

や
魚
と
同
等
の
た
ん
ぱ
く
源
に
も
な
る
。

「
麩
づ
く
り
は
重
労
働
で
し
た
」
と
話
す

の
は
、
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
「
果

樹
王
国
ひ
が
し
ね
案
内
人
の
会
」
会
長
の

太
田
浩
雅
さ
ん
だ
。
太
田
さ
ん
の
実
家
は

1 

8 

6 

2
年
（
文
久
2
）
創
業
の
麩
屋
だ
っ

た
が
、
5
年
前
に
廃
業
し
た
。
昔
は
毎
朝

3
時
に
起
き
グ
ル
テ
ン
を
つ
く
っ
た
と
い

う
。

　

か
つ
て
麩
は
肉
や
魚
な
ど
の
保
存
が
き

か
な
い
夏
場
に
食
べ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
1 

9 

5 

0
年
代
後
半
に
冷
蔵
庫

が
普
及
す
る
と
徐
々
に
衰
退
。
最
盛
期
は

六
田
に
10
軒
ほ
ど
あ
っ
た
麩
屋
も
4
軒
と

な
っ
た
。
し
か
し
今
も
、
ど
の
家
庭
の
冷

蔵
庫
脇
に
も
棒
状
の
麩
が
ぶ
ら
下
が
っ
て

い
る
ほ
ど
、
麩
料
理
は
食
卓
の
定
番
だ
。

「
手
軽
で
煮
く
ず
れ
し
に
く
い
の
で
、
み

そ
汁
や
煮
物
、
鍋
物
の
具
と
し
て
一
年
中

食
べ
ま
す
。
野
菜
が
不
作
の
と
き
も
代
わ

り
に
麩
を
食
べ
る
ん
で
す
」
と
太
田
さ
ん
。

東
根
で
は
芋
煮
に
必
ず
麩
が
入
り
、
学
校

給
食
に
も
麩
の
献
立
が
あ
る
。

食
文
化
を
守
る
た
め
に

　

現
在
操
業
す
る
4
軒
の
麩
屋
の
う
ち
の

一
軒
が
、
1 

8 

6 

0
年
（
万
延
元
）
創
業
の

「
文ぶ

ん
し
ろ
う
ふ

四
郎
麩
」
だ
。
文
四
郎
で
は
1
日
に

2 

0 

0 

0
本
の
麩
を
製
造
し
、
販
売
店
や

市
内
の
学
校
に
卸
す
。

「
グ
ル
テ
ン
を
つ
く
る
際
は
強
力
粉
と
水

を
練
り
合
わ
せ
た
も
の
に
水
を
加
え
、
約

3
時
間
か
け
て
デ
ン
プ
ン
を
洗
い
流
し
ま

す
。
こ
の
工
程
に
大
量
の
水
が
必
要
な
の

で
す
」
と
説
明
す
る
の
は
、
六
代
目
・
齋

藤
文
四
郎
さ
ん
と
と
も
に
店
を
切
り
盛
り

す
る
息
子
の
幸
信
さ
ん
だ
。

　

六
田
麩
に
グ
ル
テ
ン
が
多
い
理
由
は
、

貧
し
か
っ
た
山
形
藩
な
ら
で
は
の
「
も
っ

た
い
な
い
精
神
」
だ
と
六
代
目
は
言
う
。

節
約
す
る
た
め
に
少
量
の
小
麦
粉
で
つ
く

っ
た
と
こ
ろ
、
焼
く
の
は
難
し
い
け
れ
ど

グ
ル
テ
ン
が
多
い
肉
厚
な
麩
が
完
成
し
た
。

そ
の
精
神
は
今
も
生
き
て
お
り
、
洗
い
流

し
た
デ
ン
プ
ン
は
捨
て
る
こ
と
な
く
、

久く

ず寿
餅
（
注
3
）
の
原
料
と
し
て
関
東
な

ど
へ
出
荷
し
て
い
る
。

　

六
代
目
は
六
田
麩
を
P 

R
し
た
い
と
、

麩
の
メ
ニ
ュ
ー
開
発
に
余
念
が
な
い
。
麩

か
り
ん
と
う
や
麩
ド
ー
ナ
ツ
な
ど
の
お
菓

子
の
ほ
か
「
麩
の
唐
揚
」
も
考
案
し
た
。

「
先
人
が
も
た
ら
し
た
六
田
麩
の
可
能
性

を
発
信
す
る
こ
と
で
、
全
国
の
人
に
食
べ

て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
が
自
然
の
恩
恵

を
受
け
て
商
い
し
て
き
た
私
た
ち
が
地
域

に
で
き
る
恩
返
し
で
す
」
と
六
代
目
。

　

地
域
で
大
切
に
受
け
継
が
れ
る
六
田
の

麩
を
、
ぜ
ひ
一
度
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
9
月
2
日
取
材
）

❶

❷

❺

❹

❸

（注 3）久寿餅

原料は小麦粉からグルテンを分離させた
後の浮き粉で、主に関東地方で食べられ
ている。「葛餅」の原料は葛粉。

❻

1

2

3
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温泉観光地
バージョンアップのしくみ

静岡県熱海市

中庭 光彦 さん
なかにわ みつひこ

多摩大学経営情報学部事業構想学科教授

1962年東京都生まれ。中央大学大学院総合政策研究科博士
課程退学。専門は地域政策・観光まちづくり。郊外や地方の開
発政策史研究を続け、人口減少期における地域経営・サービス
産業政策の提案を行なっている。並行して1998年よりミツカン
水の文化センターの活動にかかわり、2014年よりアドバイザー。
主な著書に『オーラルヒストリー・多摩ニュータウン』（中央大
学出版部 2010）、『N P Oの底力』（水曜社 2004）ほか。

人口減少期の地域政策を研究し、自治体や観光協会などに提案している多摩大学教授の中庭光彦さんが

「おもしろそうだ」と思う土地を巡る連載です。将来を見据えて、若手による「活きのいい活動」と「地域の

魅力づくりの今」を切り取りながら、地域ブランディングの構造を解き明かしていきます。その土地ならではの

魅力や思いがけない文化資産、そして思わぬ形で姿を現す現代の水文化・生活文化にご注目ください。今

回は、静岡県東部の相模湾に面し、古くから温泉保養地・観光地として知られている「熱海」です。

海水浴客で賑わう熱海の「サンビーチ」。外国の高級リゾート
に似た雰囲気で、テレビ番組のロケでもよく取り上げられる

熱海市『熱海の観光 平成 27年』より
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來宮神社

古屋旅館

熱海銀座

熱海駅

熱海サンビーチ

東海
道新
幹線

東海
道本
線

伊東線

け
滞
在
地
」
と
し
て
新
た
な
魅
力
が
感
じ

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

温
泉
地
と
し
て
の

熱
海
の
特
徴

　

温
泉
地
に
は
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
。

か
つ
て
本
誌
22
号
で
も
取
り
上
げ
た
野
沢

温
泉
の
よ
う
に
温
泉
権
を
地
縁
法
人
が
総

有
し
管
理
し
て
い
る
ケ
ー
ス
や
、
熊
本
県

の
黒
川
温
泉
の
よ
う
に
、
各
温
泉
施
設
が

入
湯
手
形
を
販
売
し
、
観
光
客
は
そ
れ
さ

え
あ
れ
ば
何
回
で
も
他
の
施
設
の
温
泉
に

入
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ど
ち
ら

も
温
泉
権
を
地
域
み
ん
な
で
守
っ
て
い
く

た
め
の
し
く
み
と
い
え
る
。

　

熱
海
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
大
湯
と
呼

ば
れ
る
泉
源
を
中
心
に
、
大
正
時
代
ま
で

は
、
宿
が
集
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
1 

9 

2 

3
年
（
大
正
12
）
の
関
東
大
震
災
後
、

大
湯
か
ら
の
湧
出
は
激
減
し
、
そ
の
後
、

各
宿
は
自
ら
温
泉
を
掘
削
し
た
結
果
、
熱

海
は
大
温
泉
都
市
と
し
て
発
展
し
た
。
そ

し
て
温
泉
権
は
株
券
の
よ
う
に
譲
渡
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
、
温
泉
権
の
古
典
的
な
研

究
書
『
温
泉
権
の
研
究
』（
勁
草
書
房 

1 

9 

6 

4
）
で
は
自
由
な
取
引
が
で
き
る
熱
海
は

「
も
っ
と
も
近
代
的
な
権
利
関
係
で
あ
る
」

と
書
か
れ
た
。

　

そ
の
分
、
宿
同
士
の
競
争
は
激
し
く
、

な
ぜ
熱
海
は
元
気
な
の
か

　

熱
海
の
集
客
力
が
注
目
を
浴
び
て
い
る
。

熱
海
駅
か
ら
熱
海
銀
座
に
延
び
る
ア
ー
ケ

ー
ド
は
若
い
男
女
グ
ル
ー
プ
や
シ
ニ
ア
グ

ル
ー
プ
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
客
で
賑
わ
っ
て

い
る
。

　

観
光
客
は
2 

0 

1 

4
年
度
（
平
成
26
）
で

約
6 

4 

8 

万
人
に
の
ぼ
る
。
宿
泊
施
設
数

の
減
少
も
下
げ
止
ま
り
、
お
お
よ
そ
3 
0 

0 

の
施
設
が
営
業
し
て
い
る
。
人
口
3
万

8 

0 

0 

0
人
の
熱
海
市
が
こ
れ
だ
け
の
交

流
人
口
を
集
め
て
い
る
。

　

熱
海
と
い
え
ば
1 

9 

6 

0
年
代
は
「
1 

0 

0 

万
ド
ル
の
夜
景
」
と
い
わ
れ
、
マ
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
象
徴
的
な
温
泉
地
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
バ
ブ
ル
崩
壊
後
、
過
剰
投
資

し
た
大
型
宿
泊
施
設
は
次
々
と
閉
店
し
た
。

熱
海
の
砂
浜
か
ら
海
岸
沿
い
を
見
る
と
、

以
前
は
ホ
テ
ル
が
ず
ら
り
と
並
ん
で
い
た

が
、
今
は
む
し
ろ
マ
ン
シ
ョ
ン
が
目
立
つ
。

東
京
へ
通
勤
で
き
る
便
利
な
リ
ゾ
ー
ト
地

と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。

　

か
つ
て
賑
わ
っ
て
い
た
熱
海
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
温
泉
観
光
地
と
し
て
見
る
と
、
縮

小
し
て
下
げ
止
ま
っ
た
と
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
1 

9 

8 

0
年
代
後
半

に
生
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な
熱
海
、
そ
し
て

当
時
の
日
本
を
知
ら
な
い
現
在
30
歳
よ
り

も
下
の
若
年
層
に
し
て
み
れ
ば
、「
個
人
向

国土地理院基盤地図情報
「静岡」をもとに編集部で作図
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団
体
旅
行
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
大
型
化

し
、
温
泉
地
全
体
で
温
泉
資
源
を
守
る
と

い
う
気
持
ち
は
も
ち
に
く
か
っ
た
地
域
と

も
言
え
る
。

　

バ
ブ
ル
崩
壊
後
は
宿
の
経
営
権
や
運
営

権
が
他
の
企
業
に
移
転
さ
れ
た
り
、
地
価

が
下
落
し
て
買
い
手
も
つ
か
な
い
よ
う
な

不
動
産
が
生
ま
れ
た
。
通
常
な
ら
、
そ
れ

が
長
引
い
た
ま
ま
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
商
店

街
の
よ
う
に
寂
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
全
国
の
中
心
市
街
地
問
題
と
同

様
の
構
図
が
こ
こ
に
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
熱
海
は
違
う
よ
う
だ
。
H 

P
を
見
て
も
、
ま
ち
全
体
を
変
え
よ
う
と

い
う
若
手
の
気
運
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
だ
。

空
き
物
件
を
活
か
し
た

リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
ち
づ
く
り

　

か
つ
て
賑
わ
い
な
が
ら
も
2 

0 

0 

5
年

ご
ろ
は
買
い
物
客
も
減
っ
て
い
た
目
抜
き

通
り
が
熱
海
銀
座
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
2 

0 

1 

5
年
9
月
、
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
「
マ
ル
ヤ
」
を
立
ち
上
げ
た
の
が
株

式
会
社m

achim
ori

だ
。
代
表
の
市い

ち

来き

広
一
郎
さ
ん
は
熱
海
の
保
養
所
管
理
を
し

て
い
た
家
で
生
ま
れ
た
。
東
京
の
大
学
で

学
び
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
経
験
を
積
ん
だ
あ
と
、

熱
海
で
ま
ち
歩
き
や
観
光
資
源
を
掘
り
起

こ
す
ま
ち
づ
く
り
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
い
う
の
は
長
期
宿
泊

者
向
け
の
安
い
宿
で
、
コ
モ
ン
ス
ペ
ー
ス

を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
泊
ま
る
と
自
炊

も
で
き
る
が
、
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食

べ
る
こ
と
に
な
る
の
で
ま
ち
に
も
出
て
行

く
。
コ
モ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
は
地
元
の
人
た

ち
や
旅
仲
間
と
交
流
が
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
特
徴
を
も
っ
た
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
、

全
国
で
増
え
て
い
る
。

　

マ
ル
ヤ
の
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
使
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
不
動
産
を
リ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
し
て
つ
く
っ
た
と
い
う
点
だ
。
元
は

パ
チ
ン
コ
屋
だ
っ
た
場
所
を
、
所
有
者
が

一
定
の
利
益
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

m
achim

ori

が
事
業
設
計
し
、
所
有
者
も

ま
ち
の
た
め
に
な
る
施
設
に
な
る
と
い
う

理
由
か
ら
利
用
を
認
め
た
施
設
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
所
有
権
と
利
用
権
を
切
り
離

し
、
利
用
面
で
新
し
い
収
益
事
業
を
行
な

い
な
が
ら
ま
ち
の
空
間
と
能
力
の
あ
る
人

を
誘
導
し
て
い
く
方
法
を
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
と
い
う
。
マ
ル
ヤ
が
人
を
集
め
て

い
る
こ
と
で
、
こ
の
事
業
が
注
目
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

m
achim

ori

の
活
動
の
契
機
は
2 

0 

1 

3
年
（
平
成
25
）
か
ら
開
催
し
て
い
る
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
だ
。
熱
海
、
和
歌

山
、
浜
松
で
も
開
い
た
こ
の
試
み
に
多
く

の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
空

き
不
動
産
に
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
デ
ィ

ア
を
つ
く
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
だ
っ
た
が
、

な
に
せ
土
地
の
オ
ー
ナ
ー
の
人
生
が
か
か

っ
て
い
る
。
外
か
ら
の
参
加
者
が
真
剣
に

な
っ
て
つ
く
っ
た
計
画
の
結
果
が
実
を
結

ん
で
い
る
。

　

現
在
、
市
来
さ
ん
の
頭
の
な
か
に
は
、

熱
海
の
住
宅
問
題
も
あ
る
。
空
き
家
は
あ

る
が
、
借
り
手
の
条
件
に
合
っ
た
物
件
が

熱
海
に
は
少
な
い
。
こ
れ
も
リ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
、
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
課
題
と

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
。

市内の目抜き通り「熱海銀
座商店街」。熱海駅から歩
いても10分少々で着く。市
来さんたちの事業はここを
核に進められている

株式会社machimoriと
NPO法人 atamistaを
率いる市来広一郎さん。
「100年後も豊かな暮ら
しができる熱海（まち）を
つくる」を目標に掲げ、
多角的に事業を進める
市民プロデューサー

12

4
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若
者
を
惹
き
つ
け
る

神
社
の
ス
イ
ー
ツ
カ
フ
ェ

　

來き
の
み
や宮

神
社
が
賑
わ
っ
て
い
る
。
参
詣
者

の
7
割
が
若
い
人
、
し
か
も
そ
の
7
割
は

女
性
だ
と
い
う
。
参
道
・
境
内
の
写
真
ス

ポ
ッ
ト
に
は
ス
マ
ホ
を
置
く
台
が
設
置
さ

れ
、
カ
ッ
プ
ル
が
仲
よ
く
写
真
を
撮
っ
て

い
る
。
境
内
に
入
る
と
ご
神
木
の
大
楠
。

そ
の
前
に
参
詣
殿
が
あ
る
の
だ
が
、
社
務

所
の
脇
に
は
し
ゃ
れ
た
ス
イ
ー
ツ
カ
フ
ェ

「
茶
寮
『
報ほ

う
こ鼓

』」
が
あ
り
、
長
く
佇
み
た

く
な
る
。

　

神
社
は
山
と
ま
ち
の
境
界
に
あ
る
。
神

社
が
も
っ
て
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

機
能
は
大
事
な
も
の
。
そ
れ
を
維
持
し
た

か
っ
た
と
、
宮
司
の
雨あ

め
み
や
も
り
か
つ

宮
盛
克
さ
ん
は
お

っ
し
ゃ
る
。

　

雨
宮
さ
ん
は
、
神
社
を
改
修
す
る
折
、

ま
ず
参
詣
者
目
線
で
、
変
え
ら
れ
る
機

能
・
形
態
は
何
か
点
検
を
し
た
と
い
う
。

ご
神
体
と
そ
の
参
詣
殿
は
変
え
ら
れ
な
い

が
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
か
な
り
変
え
ら

れ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
い
う
。

　

ス
イ
ー
ツ
カ
フ
ェ
に
つ
い
て
も
、
雨
宮

さ
ん
に
と
っ
て
は
「
神
人
共
食
の
場
」
で
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
つ
く
る
場
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
し
く
み
が
新
し
い
の
は
、
ス
イ
ー

ツ
カ
フ
ェ
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
熱
海
市

熱
海
銀
座
の
歴
史
と

観
光
地
小
売
業
の
変
容

　

こ
のm

achim
ori

に
建
物
を
貸
し
て

い
る
オ
ー
ナ
ー
の
一
人
に
、
佐
藤
油
店
を

営
業
し
て
い
る
佐
藤
秀
幸
さ
ん
が
い
る
。

熱
海
で
生
ま
れ
、
祖
父
が
熱
海
銀
座
で
始

め
た
椿
油
店
を
今
も
営
ん
で
い
る
。

　

か
つ
て
椿
油
と
い
え
ば
化
粧
品
と
し
て

高
値
で
売
ら
れ
、
祖
父
は
、
熱
海
で
観
光

商
品
と
し
て
椿
油
を
搾
油
・
販
売
し
て
い

た
と
い
う
。
椿
油
は
五
島
列
島
が
産
地
と

し
て
有
名
だ
が
、
熱
海
は
や
は
り
椿
で
有

佐藤油店の外観。2Fには「naedoco」
があり、1F奥にはアパレルデザイナーた
ちが最近入居した工房もある。クリエイテ
ィブな人が熱海に集まりつつある

サトウ椿株式会社代
表取締役の佐藤秀
幸さん。佐藤油店を
経営しつつ、物件を
提供して若い世代の
まちおこしにも手を
貸している

1 ゲストハウス「マルヤ」は熱海銀座
の真ん中にある。ビーチにも近いし、飲
食店も多い。「安く泊まって、その分ま
ちなかを楽しみたい」という若い世代に
人気がある。1Fはカフェ・バーも併設。
伊豆のクラフトビールなどが楽しめる
2 マルヤの 1Fの共有スペースにある
自炊客用のキッチン。スタッフとも気軽
に話せる空間になっていて、バックパッ
カーだった市来さんのアイディアが各
所に盛り込まれている
3 1室ずつすべて内装が違うマルヤの
シングルカプセル（1人部屋）。一泊
4000円程度で泊まることができる
4 マルヤの斜め前にあるカフェ
「CAFÉ RoCA」。3年間空き店舗だ
った空間をカフェへとリノベーションし
た。店内と道路の境目を感じさせない
オープンな雰囲気のなか、地元の産品
を用いたヘルシーな食事を供する
5 佐藤さん所有のビルの 2Fにあるコ
ワーキングスペース＆シェアオフィス
「naedoco」。佐藤さんの協力を得て、
machimoriが運営。ミーディングやイ
ベントもできる多目的なスペースだ

名
な
伊
豆
大
島
を
後
背
地
と
し
て
お
り
、

こ
こ
で
販
売
す
る
こ
と
が
有
利
と
考
え
た

ら
し
い
。

　

昭
和
30
年
代
〜
50
年
代
の
熱
海
銀
座
の

観
光
客
の
賑
わ
い
は
す
ご
か
っ
た
と
、
当

時
こ
こ
で
生
ま
れ
た
佐
藤
さ
ん
は
語
る
。

そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
父
の
代
に
は
椿
油
屋

か
ら
土
産
物
屋
に
な
っ
た
が
、
自
分
が
店

を
継
い
だ
と
き
に
は
観
光
客
も
減
少
し
、

こ
の
ま
ま
土
産
物
屋
を
続
け
る
わ
け
に
も

い
か
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
、
元
の
椿
油

屋
に
戻
し
、
製
造
と
小
売
り
の
両
方
を
行

な
っ
て
い
る
。
現
在
付
加
価
値
が
高
い
の

が
食
用
の
椿
油
だ
と
言
う
。

　

こ
う
し
て
佐
藤
油
店
は
1 

0 

0 

年
近
く

続
い
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
続
き
方
は
興

味
深
い
。
老
舗
と
い
う
と
、
一
つ
の
商
品

を
売
り
つ
づ
け
て
き
た
伝
統
店
を
思
い
浮

か
べ
る
が
、
同
一
商
品
だ
け
で
継
続
す
る

の
は
難
し
い
。
観
光
地
で
土
産
物
屋
と
し

て
椿
油
を
始
め
、
土
産
物
に
シ
フ
ト
し
、

今
は
食
用
椿
油
と
い
う
よ
う
に
「
土
産
物

×
椿
油
」
と
い
う
芯
は
ぶ
れ
な
い
よ
う
に

し
つ
つ
、
業
容
・
業
態
を
変
え
顧
客
に
適

応
し
て
き
た
と
い
う
、
観
光
地
小
売
業
の

継
承
方
法
も
あ
る
の
だ
。

3

5
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雨
宮
さ
ん
か
ら
ご
説
明
い
た
だ
い
た
神

社
空
間
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
手
法
は
、
全
国

の
伝
統
的
空
間
に
も
応
用
可
能
だ
が
、
こ

れ
も
氏
子
さ
ん
や
ま
ち
の
人
々
に
日
ご
ろ

か
ら
神
社
が
支
え
ら
れ
て
い
る
伝
統
が
あ

っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

老
舗
温
泉
旅
館
と

観
光
地
を
丸
ご
と
守
る

　

熱
海
で
も
っ
と
も
古
い
旅
館
で
あ
る
古

屋
旅
館
社
長
の
内
田
宗
一
郎
さ
ん
は
、
熱

海
の
同
時
代
史
を
こ
う
語
る
。

「
1 
9 
8 
0
年
代
か
ら
90
年
代
初
め
は
、

何
を
し
な
く
て
も
団
体
客
や
個
人
客
が
来

ま
し
た
。
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
た
わ
け
で

す
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
前
の
2 

0 

0 

3

年
ご
ろ
に
は
『
安
近
短
ブ
ー
ム
』
が
あ
り
、

熱
海
が
行
き
や
す
い
と
人
気
が
出
、
古
屋

旅
館
も
2 

0 

0 

5
年
に
は
個
人
向
け
露
天

風
呂
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
2 
0 

0 

8
年
が
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
年
に
な

り
ま
す
が
、
2 

0 

0 

7
年
〜
2 

0 

0 

9
年

は
全
国
的
に
観
光
需
要
が
冷
え
込
ん
で
い

ま
し
た
。

　

2 

0 

1 

2
年
に
は
熱
海
市
が
『
A 

D
さ

ん
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
！
』
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
行
な
い
ま
し
た
。
市
内
で
行
な
わ
れ
る

撮
影
ロ
ケ
を
無
料
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
も
の

で
す
。
こ
れ
が
大
当
た
り
し
、
テ
レ
ビ
で

の
露
出
は
10
倍
ぐ
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
最
近
は
若
い
人
が
来
て
く
れ

て
、
人
が
集
ま
る
こ
と
で
熱
海
へ
の
投
資

が
加
速
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
リ
ピ
ー
ト

し
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
驚
き
や
ま
ち
と

し
て
の
魅
力
が
必
要
で
す
。

　

今
、
商
工
組
合
を
引
っ
張
っ
て
い
る
の

は
私
た
ち
の
世
代
で
、
年
上
で
も
50
代
。

10
年
ほ
ど
の
旅
館
経
営
経
験
が
あ
り
、
両

親
か
ら
信
頼
さ
れ
、
数
百
万
円
の
投
資
な

ら
自
分
で
意
思
決
定
で
き
る
。
そ
ん
な
世

代
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
」

　

熱
海
へ
の
集
客
ニ
ー
ズ
と
サ
ー
ビ
ス
提

供
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
チ
ャ
ン
ス
に
も
リ
ス

ク
に
も
な
る
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
の
厳
し
さ
。

だ
か
ら
こ
そ
世
代
が
協
力
し
て
ま
ち
を
つ

く
る
こ
と
が
大
事
と
い
う
誇
り
。
こ
の
二

つ
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
話

だ
っ
た
。

世
代
交
代
に
よ
る

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

　

今
回
熱
海
で
四
者
四
様
の
経
験
を
う
か

が
う
と
、
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
思
い
浮

か
ぶ
。
そ
れ
は
、
世
代
交
代
に
よ
る
地
元

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

だ
。
熱
海
を
温
泉
観
光
地
か
ら
個
人
向
け

滞
在
地
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い

る
の
は
、
主
に
40
歳
代
を
中
心
に
し
た
仕

來宮神社の境内にあるスイーツ
カフェ「茶寮『報鼓』」。平日
の午前中にもかかわらず、参拝
を終えた人たちで賑わっていた

古屋旅館のシンボルで
ある武田屋形門。映画
の撮影で用いられたこ
ともある

もともと地域のコミュニティだった神社を「世代を
越えた『縁結び』の場にしたい」と前例にとらわ

れない試みを行なう來宮神社の宮司、雨宮盛克さん

「来福認定」の札。來
宮神社の神様の好物と
される「麦こがし」、本
州一位のご神木「大
楠」などをイメージした
食べものを提供する加
盟店に掲げられている

「茶寮『報鼓』」で
提供する麦こがし
アイスを用いた
「アイス珈琲フロ
ート」と「麦こが
しシフォンケーキ」

参考文献
川島武宜、潮見俊隆、渡辺洋三編著『温泉権の研究』（勁草書房 1964）
『熱海歴史年表』（熱海市 1997）

事
を
異
に
す
る
人
々
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ

っ
た
。

　

観
光
地
で
は
、
い
く
ら
一
企
業
が
が
ん

ば
っ
て
も
全
体
の
集
客
力
が
伴
わ
な
け
れ

ば
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
に
み
ん
な
で
協
力

す
る
動
機
と
い
う
文
化
が
生
ま
れ
て
く
る
。

個
人
向
け
滞
在
地
と
い
う
新
し
い
「
産
地

形
成
」
に
向
け
た
地
元
企
業
家
の
力
で
、

熱
海
は
次
の
ス
テ
ー
ジ
で
活
動
し
は
じ
め

て
い
る
。

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

　

異
な
る
業
種
・
業
容
の
地
元
企
業
家
が
、

自
分
の
仕
事
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
す
る
。

そ
の
企
業
家
世
代
が
重
な
っ
て
い
る
と
、

ま
ち
の
魅
力
づ
く
り
が
加
速
す
る
。

　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
23
〜
24
日
取
材
）

内
の
店
で
つ
く
っ
て
い
る
選
り
す
ぐ
り
の

お
菓
子
。
そ
し
て
そ
の
販
売
店
舗
マ
ッ
プ

も
置
か
れ
て
お
り
、
店
に
行
き
マ
ッ
プ
を

見
せ
る
と
割
引
が
あ
る
。
店
に
は
「
来ら

い
ふ
く福

認
定
」
と
い
う
札
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
來
宮
神
社
ブ
ラ
ン
ド
だ
。
神
社
参

詣
者
を
ま
ち
に
回
遊
さ
せ
る
役
割
を
意
識

し
て
つ
く
っ
た
と
こ
ろ
が
い
い
。

創業 1806年（文化 3）という熱海温泉最古の
旅館「古屋旅館」の代表取締役、内田宗一郎
さん。商工会議所や観光協会でも要職を務める
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斐伊川

神
戸
川

斐
伊
川

大橋川

赤川

久野川

東比田川

佐
陀
川

三
刀
屋
川

斐伊川放水路

吉
田
川

深
野
川

山
佐
川

伯
太
川

福
富
川

飯
梨
川

分
派
点

荒神谷博物館
荒神谷遺跡

古代出雲歴史博物館

鮭神社

尾原ダム

天が渕

櫻井家

奥出雲たたらと刀剣館

島根県立宍道湖自然館
ゴビウス

出雲大社

八重垣神社

三成ダム

出雲空港

松江

米子

船通山
▲

女亀山
▲

斐伊川

神
戸
川

斐
伊
川

大橋川

宍道湖

中海

赤川

久野川

東比田川

佐
陀
川

三
刀
屋
川

大
社
湾

斐伊川放水路

吉
田
川

深
野
川

山
佐
川

伯
太
川

福
富
川

飯
梨
川

分
派
点

荒神谷博物館
荒神谷遺跡

古代出雲歴史博物館

鮭神社

尾原ダム

天が渕

櫻井家

奥出雲たたらと刀剣館

島根県立宍道湖自然館
ゴビウス

出雲大社

八重垣神社

三成ダム

出雲空港

松江

米子

船通山
▲

女亀山
▲

坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 システム情報工学研究科 
博士後期課程 構造エネルギー工学専攻 在学中

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生
になってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、
川に興味を持ちはじめ、川に青春を捧げる。高校時代には
Y N H C（青少年博物学会）、大学時代にはJ O C（Joint of 
College）を設立。白川直樹研究室『川と人』ゼミ所属。河
川市民団体の活動が河川環境改善に対する潜在力をどの
程度持っているかについて研究中。

【斐伊川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ
（平成 20年）、流域界データ（昭和 52 
年）、ダムデータ（平成 26年）、鉄道デ
ータ（平成 27年）」より編集部で作図

神
話
と
た
た
ら
―
―
出
雲
の
民
の
暮
ら
し
を
支
え
た
斐ひ

 い

 か

 わ

伊
川
（
島
根
県
）

坂本クンと行く川巡り  第11回  
Go ! Go ! 109水系ヤ

マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
伝
説
が

残
る
「
神
話
の
川
」

「
島
根
県
の
斐
伊
川
に
行
き
ま
せ
ん

か
？
」
と
坂
本
く
ん
は
言
い
ま
し
た
。
斐

伊
川
と
は
、
島
根
県
と
鳥
取
県
の
県
境
に

あ
る
船せ

ん
つ
う
ざ
ん

通
山
に
源
を
発
し
、
汽
水
湖
で
あ

る
宍し

ん
じ
こ

道
湖
と
中な

か
う
み海

を
経
て
日
本
海
に
注
ぐ

長
さ
1 

5 

3 

km
の
一
級
河
川
で
す
。

　

か
つ
て
、
斐
伊
川
の
上
流
域
で
は
山
を

削
っ
て
砂
鉄
を
採
る
「
鉄か

ん
な穴

流
し
」
が
行

な
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
大
量
の
土
砂
が
流

れ
込
ん
で
下
流
域
に
堆
積
し
、
洪
水
が
頻

繁
に
起
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
初
期
に
は

土
砂
で
埋
ま
っ
た
う
え
洪
水
が
起
き
、
西

か
ら
東
へ
と
流
路
を
変
え
ま
す
。

「
そ
こ
で
人
為
的
に
河
道
を
切
り
替
え
る

『
川
違た

が

え
』
と
呼
ば
れ
る
工
事
が
繰
り
返

109水系
1964年（昭和39）に制定された
新河川法では、分水界や大河川の
本流と支流で行政管轄を分けるの
ではなく、中小河川までまとめて治
水と利水を統合した水系として一
貫管理する方針が打ち出された。
その内、「国土保全上又は国民経
済上特に重要な水系で政令で指
定したもの」（河川法第4条第1
項）を一級水系と定め、全国で
109の水系が指定されている。

川名の由来【斐伊川】
斐伊は火で鈩（たたら）にかかわる語。流域は鈩、鉄穴流し
が盛んに行なわれていた。船通山を源に、斐伊郷（和名抄
［平安時代］の呼び名）を経て宍道湖に注ぐ。

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、
編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級
河
川

「
1
0
9
水
系
」
を
巡
り
、川
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、川
の
個

性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
で
す
。
今
回
の
原
稿
は
、博
士
論
文
の
執
筆
に
奮

闘
中
の
坂
本
く
ん
に
代
わ
っ
て
、
編
集
部
が
ま
と
め
ま
し
た
。
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上：荒神谷博物館の館長、藤
岡大拙さんはNPO法人 出
雲学研究所理事長などさまざ
まな公職を兼任する「出雲の
語り部」
左：木次町と吉田町の境にあ
る「天が淵」。ヤマタノオロチ
が住んでいたといわれる

『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』（
注
1
）
に
は
、

ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
や
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ

ミ
コ
ト
な
ど
出
雲
系
の
神
々
、
そ
し
て
出

雲
を
舞
台
と
し
た
神
話
が
数
多
く
登
場
し

ま
す
。
ま
た
、
同
時
期
に
編
纂
さ
れ
た
風

土
記
（
注
2
）
の
な
か
で
も
完
本
に
近
い

形
で
残
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
出

雲
の
神
々
が
活
躍
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て

い
る
た
め
、
出
雲
は
「
神
話
の
国
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

坂
本
く
ん
と
編
集
部
は
ま
ず
「
荒こ

う
じ
ん
だ
に

神
谷

遺
跡
」
を
訪
れ
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
1 

9 
8 
4
年
（
昭
和
59
）
7
月
に
日
本
の
古
代
史

を
揺
る
が
す
大
発
見
が
あ
っ
た
場
所
。
遺

跡
に
隣
接
す
る
荒
神
谷
博
物
館
の
館
長
、

藤
岡
大
拙
さ
ん
に
よ
る
と
、
広
域
農
道
建

設
の
調
査
で
須す

え

き
恵
器
の
欠
片
が
見
つ
か
っ

た
た
め
付
近
を
発
掘
し
た
と
こ
ろ
、
3 

5 

8 

本
も
の
銅
剣
が
出
土
し
ま
し
た
。

「
当
時
、
銅
剣
は
全
国
で
も
3 

0 
0 
本
ほ

ど
し
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
を
上
回
る
驚
異
的
な
数
の
銅
剣
が
一

カ
所
で
発
見
さ
れ
た
の
で
す
」

　

ト
ッ
プ
ニ
ュ
ー
ス
と
な
っ
た
こ
の
発
見

を
「
出
雲
の
存
在
感
を
変
え
た
」
と
藤
岡

さ
ん
は
見
て
い
ま
す
。「
出
雲
は
『
神
話
の

国
』
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
小
規
模

な
古
墳
し
か
な
い
『
実
体
の
な
い
神
話
の

国
』
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
弥
生
時
代
中
期

の
銅
剣
が
大
量
に
出
土
し
た
こ
と
で
『
実

体
の
あ
る
神
話
の
国
』
と
な
っ
た
の
で
す
」

　

し
か
も
、
翌
年
に
は
銅
剣
の
す
ぐ
そ
ば

か
ら
銅
鐸
6
個
と
銅
矛
16
本
が
出
土
。
そ

の
後
も
加か

も
い
わ
く
ら

茂
岩
倉
遺
跡
（
注
3
）
な
ど
、

弥
生
時
代
の
遺
跡
が
多
数
発
見
さ
れ
ま
す
。

「
大
陸
と
近
い
出
雲
は
、
交
易
に
よ
っ
て

当
時
の
日
本
の
先
進
地
だ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
」
と
藤
岡
さ
ん
。

　

荒
神
谷
遺
跡
と
斐
伊
川
の
関
係
に
目
を

転
じ
る
と
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
出

雲
国
風
土
記
』
そ
れ
ぞ
れ
に
、
マ
コ
モ
や

ア
シ
と
考
え
ら
れ
る
水
生
植
物
「
菨も

」
と

川
が
登
場
す
る
神
話
が
あ
る
そ
う
で
す
。

い
ず
れ
も
二
人
の
神
が
主
人
公
で
、
菨
の

あ
る
川
へ
水
浴
び
に
誘
っ
た
側
が
先
に
川

か
ら
陸
に
上
が
り
、
相
手
の
刀
を
模
造
刀

（
木
刀
）
に
す
り
替
え
て
お
い
て
切
り
殺
す

と
い
う
酷
似
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

「
つ
ま
り
銅
剣
が
大
量
に
出
土
し
た
荒
神

谷
に
は
有
力
な
豪
族
が
住
ん
で
い
て
、
川

＝
斐
伊
川
を
舞
台
に
覇
権
を
争
っ
て
い
た

…
…
と
も
想
像
で
き
る
の
で
す
」。
藤
岡

さ
ん
は
い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
い
ま
し
た
。

神
秘
に
満
ち
た
オ
ロ
チ
伝
説

　

斐
伊
川
流
域
に
は
、
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ

ト
が
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
（
オ
ロ
チ
）
を
退
治

し
た
神
話
が
あ
り
ま
す
（
別
項
参
照
）。
藤

岡
さ
ん
に
よ
る
と
、
斐
伊
川
こ
そ
オ
ロ
チ

し
行
な
わ
れ
、
洪
水
を
防
ぐ
と
同
時
に
新

田
も
開
発
し
て
今
の
出い

ず
も雲

平
野
が
で
き
た

の
で
す
」
と
坂
本
く
ん
。
今
回
は
「
ヤ
マ

タ
ノ
オ
ロ
チ
伝
説
」
が
残
る
神
話
の
川
で

あ
り
、「
た
た
ら
製
鉄
」
も
盛
ん
だ
っ
た
斐

伊
川
を
巡
り
ま
し
た
。

「
実
体
の
な
い
神
話
の
国
」

を
覆
し
た
大
量
の
銅
剣

　

島
根
県
と
い
え
ば
近
年
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ

ト
と
し
て
出
雲
大お

お
や
し
ろ社

が
人
気
で
す
。「
出

雲
」
と
は
島
根
県
の
東
側
を
指
し
ま
す
。

 斐伊川
 水系番号  ： 72
 都道府県  ： 島根県・鳥取県
 源流  ： 船通山（1142 ｍ） 
 河口  ： 日本海  
 本川流路延長  ： 153 km 19位／ 109
 支川数  ： 227河川 16位／ 109
 流域面積  ： 2070 km2 30位／ 109
 流域耕地面積率  ： 11.4 ％ 44位／ 109
 流域年平均降水量  ： 2006.10 mm 50位／ 109
 基本高水流量  ： 5100 m3/ s 62位／ 109
 河口の基本高水流量  ： 1万 1588 m3/ s 28位／ 109
 流域内人口  ： 50万 3973人 30位／ 109
 流域人口密度 ： 198人 / km2 43位／ 109
（基本高水流量観測地点：大津〈河口から12.5km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

　

日
本
に
は
鮭
を
祀
っ
た
神
社
が

各
地
に
あ
り
ま
す
が
、
鮭
神
社
と

名
の
付
く
神
社
は
島
根
県
雲
南
市
、

福
岡
県
嘉か

ま麻
市
（
本
連
載
の
第
1

回
「
遠
賀
川
」
で
も
紹
介
）、
北

海
道
広
尾
町
（
福
岡
県
か
ら
1 

9 

8 

3
年
﹇
昭
和
58
﹈
に
分
社
）
の

3
カ
所
だ
け
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
の
人
た
ち
は
「
鮭
大
明

神
」
と
し
て
鮭
を
祀
り
、
神
の
使

い
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
で

す
の
で
鮭
は
食
べ
ま
せ
ん
。

　

斐
伊
川
と
遠
賀
川
の
鮭
神
社
は

上
流
域
に
あ
り
ま
す
が
、
海
で
大

き
く
育
っ
た
鮭
が
こ
こ
ま
で
上
っ

て
き
て
い
た
こ
と
を
現
し
て
い
ま

す
。

　

斐
伊
川
と
遠
賀
川
の
鮭
神
社
は

2 

0 

1 

0
年
（
平
成
22
）
ま
で
は

互
い
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
そ

う
で
す
が
、
現
在
は
氏う

じ
こ子

さ
ん
た

ち
が
行
き
来
す
る
と
い
う
交
流
が

始
ま
り
ま
し
た
。

コ
ラ
ム
1

日
本
で
3
カ
所
し
か
な
い
鮭
神
社
　
坂
本
貴
啓雲南市大東町にある「鮭神社」

参考文献　『神々と歩く出雲神話』（NPO法人出雲学研究所）、『出雲　古事記のふるさ
とを旅する』（平凡社）、『鉄のまほろば～山陰たたらの里を訪ねて』（山陰中央新報社）、
『斐伊川百科 フィールドで学ぶ』（今井書店）、『中海宍道湖の科学――水理・水質・生態
系――』（ハーベスト出版）
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え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
、
最
初
か
ら
う
ま
く
事
が
運

ん
だ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
室
町
時
代

末
期
に
効
率
よ
く
砂
鉄
を
採
る
方
法
と
し

て
編
み
出
さ
れ
た
鉄
穴
流
し
は
、
山
を
切

り
崩
し
、
そ
の
土
砂
を
水
路
に
流
し
て
純

度
の
高
い
砂
鉄
を
得
る
も
の
で
す
が
、
下

流
に
流
さ
れ
た
土
砂
が
堆
積
し
て
河
床
が

上
が
り
洪
水
の
原
因
と
な
る
ほ
か
、
斐
伊

川
の
水
が
汚
れ
る
の
で
鉄
づ
く
り
を
行
な

う
鉄
師
と
農
民
に
軋
轢
が
生
じ
ま
す
。
松

江
藩
も
宍
道
湖
へ
の
土
砂
堆
積
な
ど
を
懸

念
し
て
1 

6 

1 

0
年
（
慶
長
15
）
に
鉄
穴
流

し
を
一
度
禁
止
し
ま
す
。

「
25
年
後
、
松
江
藩
は
『
秋
か
ら
春
ま
で

に
限
る
』『
土
砂
を
取
り
除
く
こ
と
』
と
い

っ
た
制
限
付
き
で
鉄
穴
流
し
の
再
開
を
認

め
ま
し
た
」
と
尾
方
さ
ん
。
当
時
、
鉄
は

希
少
で
し
た
か
ら
、
松
江
藩
は
財
政
再
建

を
目
指
し
、
1 

7 

2 

6
年
（
享
保
11
）
に

「
鉄て

つ
か
た
ご
ほ
う
し
き

方
御
法
式
」
を
し
き
、
有
力
鉄
師
9

（注 1）『古事記』や『日本書紀』

8世紀前半に奈良時代の朝廷が
この国の成り立ちを整理しようと
まとめた書物。

（注 2）風土記

『古事記』や『日本書紀』と同
時期の報告書。朝廷が命じて各
地方の文化風土や地勢を国ごと
に記録した。

（注 3）加茂岩倉遺跡

荒神谷遺跡から直線距離で約 3km
のところにある。1カ所からの銅鐸の
出土としては全国最多となる39個が
発見された。

（注 4）有力鉄師 9人

奥出雲町＝杠（ゆずりは）家、卜蔵（ぼくら）家、絲
原（いとはら）家、櫻井家、山根家。雲南市＝田
部（たなべ）家、田部家（分家）、石原家。出雲
市＝田儀（たぎ）櫻井家

「
天あ

ま

が
淵ふ

ち

」
の
す
ぐ
そ
ば
。
隣
接
す
る
木き

次す
き

町
の
斐
伊
川
河
川
敷
、
2 

0 

1 

0
年
か

ら
は
尾
原
ダ
ム
で
「
斐
伊
川
か
が
り
火

舞
」
を
舞
っ
て
い
ま
し
た
。
今
年
は
他
地

域
か
ら
神
楽
団
を
招
き
、「
復
活
30
周
年
記

念
共
演
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

事
務
局
を
務
め
る
小
田
和
子
さ
ん
は

「
伝
承
活
動
と
し
て
始
め
た
『
深
野
神
楽

こ
ど
も
教
室
』
の
卒
業
生
が
保
存
会
に
入

団
し
て
活
躍
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
う

れ
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

農
鉱
一
体
の
産
業
だ
っ
た

「
た
た
ら
製
鉄
」

　

藤
岡
さ
ん
が
「
オ
ロ
チ
＝
製
鉄
部
族

説
」
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
地
で
は

約
1 

4 

0 

0
年
前
か
ら
、
粘
土
の
炉
の
な

か
に
砂
鉄
と
木
炭
を
入
れ
、
火
を
加
減
し

て
鉄
を
つ
く
る
「
た
た
ら
製
鉄
」（
た
た
ら
）

が
あ
り
ま
し
た
。『
出
雲
国
風
土
記
』
に
も

鉄
の
生
産
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

奥
出
雲
た
た
ら
と
刀
剣
館
の
尾
方
豊
さ

ん
は
「
中
国
山
地
に
は
風
化
し
た
花か

こ
う
が
ん

崗
岩

が
広
く
分
布
し
て
い
て
、
特
に
出
雲
南
部

の
奥
出
雲
で
は
良
質
な
砂
鉄
が
採
れ
ま
し

た
。
広
大
な
森
林
か
ら
は
木
炭
も
得
ら
れ

る
の
で
た
た
ら
が
盛
ん
。
江
戸
後
期
か
ら

明
治
期
は
全
国
の
約
4
割
の
鉄
が
つ
く
ら

れ
る
国
内
屈
指
の
生
産
地
で
し
た
」
と
教

上：「国譲り神話」の舞台である稲佐の浜で、夕刻に神楽を舞う深野
神楽保存会の皆さん　提供：深野神楽保存会
右：「1846年（弘化３）の神能記（しんのうき）が残されているので、
深野神楽はかなり古い時代から舞われていたはず」と言う深野神楽
保存会の事務局、小田和子さん

右：地元の子どもたちが砂鉄採りをする場所と聞いて川に入った坂本く
ん。持参した磁石で砂鉄を集めていた　左：奥出雲町を流れる斐伊川（上
流域）。奥には斐伊川の源である船通山（せんつうざん）の頂も見える

で
あ
る
と
の
説
が
根
強
い
そ
う
で
す
。
毎

年
や
っ
て
く
る
の
は
洪
水
で
、
娘
を
食
べ

る
の
は
農
民
を
困
ら
せ
る
た
め
。
頭
が
八

つ
、
尾
が
八
つ
あ
る
の
は
、
支
流
や
氾
濫

し
た
川
筋
の
比
喩
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

斐
伊
川
流
域
の
約
50
カ
所
に
オ
ロ
チ
退
治

に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
藤
岡
さ
ん
は
「
オ
ロ
チ
＝
製
鉄

部
族
説
」
と
い
う
異
説
を
明
か
し
ま
す
。

「
オ
ロ
チ
は
コ
シ
ノ
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
と

も
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
コ
シ
と
は
越
前

や
越
後
の
こ
と
。
し
か
し
川
が
移
動
す
る

わ
け
は
な
い
。
古
代
に
鉄
を
つ
く
っ
て
い

た
人
た
ち
と
考
え
る
と
、
彼
ら
は
良
材

（
砂
鉄
と
木
炭
）
を
求
め
て
移
動
し
て
い
て

食
料
が
必
要
。
だ
か
ら
実
り
の
秋
に
な
る

と
農
民
を
襲
っ
て
米
や
娘
を
奪
う
。
ス
サ

ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
が
オ
ロ
チ
の
尻
尾
を
刀
で

切
っ
た
と
き
、
尾
か
ら
一
本
の
剣
が
出
て

く
る
こ
と
も
、
製
鉄
部
族
説
の
根
拠
と
な

っ
て
い
ま
す
。
江
戸
期
に
鉄
づ
く
り
を
進

め
た
鉄て

っ
し師

た
ち
と
は
関
係
の
な
い
話
で
す

が
」
と
藤
岡
さ
ん
。

　

オ
ロ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
神か

ぐ
ら楽

を
舞
う

団
体
が
、
流
域
に
は
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
、
雲
南
市
吉
田
町
深
野
地
区
の

深
野
神
楽
保
存
会
は
、
大
正
時
代
に
い
っ

た
ん
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
神
楽
を
見
事
に

復
活
さ
せ
ま
し
た
。
深
野
地
区
は
、
オ
ロ

チ
が
潜
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
斐
伊
川
の

ヤマタノオロチ伝説 　　　　　　　　　

昔、乱暴を働いたことで高天原（たかまがは
ら／天上界）を追放され、出雲国の斐伊川の
上流に降り立ったスサノオノミコトは泣いてい
る老夫婦に出遭う。8人いた娘がオロチに毎
年 1人ずつ食べられ、残るはクシイナダヒメ
だけになってしまったと聞き、スサノオノミコト
はクシイナダヒメを妻にする代わりにオロチ
を退治すると約束し、老夫婦に強い酒をつく
り八つの桶に入れておいてくれと頼む。やが
て現れたオロチは八つの頭を八つの桶に突
っ込んで酒を飲み寝てしまう。そこをスサノオ
ノミコトが刀で切り刻んで退治する。
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師
（
注
4
）
の
み
に
た
た
ら
を
認
め
ま
す
。

炭
を
つ
く
る
山
林
（
注
5
）
の
独
占
使
用

も
許
す
な
ど
手
厚
く
保
護
し
、
藩
の
主
要

産
業
に
育
て
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
斐
伊
川
流
域
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
つ

が
棚
田
で
す
。
鉄
穴
流
し
に
は
水
路
が
必

要
で
す
が
、
水
源
が
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
こ

と
は
少
な
く
、
離
れ
た
場
所
か
ら
水
を
引

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
つ
ま
り
鉄
師

は
水
利
技
術
者
で
も
あ
る
わ
け
で
す
」（
尾

方
さ
ん
）。
こ
の
地
の
人
々
は
、
砂
鉄
を
掘

り
尽
く
し
た
山
の
跡
と
鉄
穴
流
し
の
水
路

を
再
利
用
し
、
棚
田
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
た
た
ら
は
た
ん
に
鉄
を
つ
く
る

だ
け
で
な
く
「
地
域
の
産
業
シ
ス
テ
ム
」

と
し
て
機
能
し
て
い
ま
し
た
。
奥
出
雲
た

た
ら
と
刀
剣
館
の
資
料
に
よ
る
と
、
1 

8 

7 

5
年
（
明
治
8
）
の
絲い

と
は
ら原

家
に
は
1 

2 

0 

0
人
余
り
が
従
事
し
、
家
族
を
加
え
る
と

5 

0 

0 

0
〜
6 

0 

0 

0
人
も
の
人
々
が
た

た
ら
の
操
業
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
従
業

員
だ
け
で
な
く
、
木
炭
の
製
造
、
砂
鉄
の

採
取
、
鉄
の
運
搬
な
ど
で
村
人
も
収
入
を

得
て
い
た
の
で
す
。

「
た
た
ら
と
は
、
あ
る
特
殊
な
人
間
が
山

の
な
か
で
黙
々
と
鉄
を
つ
く
っ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
村
人
も
か
か
わ
っ
た
『
農
鉱

一
体
』
の
地
域
経
営
だ
っ
た
の
で
す
」
と

い
う
尾
方
さ
ん
の
言
葉
は
頷
け
ま
す
。

斐
伊
川
の
舟
運
が
支
え
た

奥
出
雲
の
た
た
ら

　

鉄
師
た
ち
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
し

く
み
を
つ
く
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
有
力
鉄
師
は
現
代
の
『
総
合
商
社
』
と

考
え
て
く
だ
さ
い
。
彼
ら
は
鉄
を
つ
く
る

だ
け
で
な
く
、
地
主
な
の
で
田
畑
も
あ
る

し
、
小
作
人
も
い
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
を
行
な
っ
て
、
た
た
ら
を
支
え
る
人

た
ち
の
生
活
を
守
る
こ
と
こ
そ
、
経
営
の

維
持
に
つ
な
が
る
の
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
島
根
県
立
古
代
出
雲

歴
史
博
物
館 

交
流
・
普
及
課
長
の
角か

く
だ田

徳の
り

幸ゆ
き

さ
ん
。
た
た
ら
の
研
究
を
続
け
る
角

田
さ
ん
は
、
奥
出
雲
で
生
産
さ
れ
た
鉄
が

全
国
に
広
ま
っ
た
の
は
、
斐
伊
川
の
舟
運

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
い
ま
し
た
。

「
現
代
も
同
じ
で
す
が
、
生
産
と
流
通
は

一
体
。
鉄
を
量
産
し
て
も
運
べ
な
け
れ
ば

他
の
産
地
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
ま
す
。
鎌

倉
時
代
ま
で
は
日
本
各
地
で
鉄
は
つ
く
ら

れ
て
い
た
が
、
淘
汰
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
こ
こ
は
違
い
ま
す
。
斐
伊
川
上
流
で
つ

く
ら
れ
た
鉄
が
馬
と
川
船
を
用
い
て
下
流

域
ま
で
運
ば
れ
た
と
い
う
室
町
時
代
の
記

録
も
残
っ
て
い
ま
す
」

　

角
田
さ
ん
は
、
鉄
は
斐
伊
川
か
ら
日
本

海
沿
岸
部
の
港
に
送
ら
れ
、
さ
ら
に
廻
船

に
よ
っ
て
大
坂
や
北
陸
な
ど
広
域
に
流
通

1 ９鉄師の一つ、櫻井家住宅（国指定重要文化財）の日本庭園。右手にあ
る落差 15mの滝は鉄穴流しの技法を用いて１km上流の川から水を引く。
七代藩主・松平治郷（不昧）公が「岩浪（がんろう）の滝」と命名した

2 田能村直入によって描かれた櫻井家と内谷鍛冶場山内図
（明治 12年）　3 山を切り崩し流した「鉄穴流し」　4 鉄穴
流しによる砂鉄採取　提供：奥出雲町教育委員会

鉄穴流し跡に開かれた福寄（ふく
より）集落。棚田を含むこの美し
い風景が山を崩してつくられたも
のとは、にわかに信じがたい

3

2 1

（注 5）炭をつくる山林

鉄山（てつざん）とも呼ぶ。鉄師が経営するために必要な
鉄山は1年間に110ha。木が成長する期間を30年と見な
すと、一巡りするためには3300haもの面積が必要だった。

（注 6）杵築と宇龍

杵築は出雲大社の門前町で、大社
湾に面していた。宇龍は古来栄えて
いた港町で、大社湾の北にあった。
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「
湖
沼
が
河
口
に
な
っ
て
い
る
川

は
珍
し
い
で
す
が
、
下
流
域
が
二

つ
の
湖
沼
で
連
続
し
て
い
る
斐
伊

川
は
も
っ
と
珍
し
い
で
す
」
と
宍

道
湖
と
中
海
に
興
味
津
々
の
坂
本

く
ん
。
汽
水
域
の
調
査
研
究
を
行

な
う
N
P
O
法
人 

自
然
と
人
間
環

境
研
究
機
構
の
理
事
長
、
石い

し
と
び飛

裕ゆ
う

さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

　

宍
道
湖
の
塩
分
濃
度
は
0
・
3

％
で
海
水
（
同
3
・
4
％
）
の
約

10
分
の
1
、
対
す
る
中
海
は
同

1
・
6
％
で
海
水
の
約
2
分
の
1

で
す
。
比
重
の
重
い
海
水
は
底
を

流
れ
ま
す
が
、
潮
の
満
ち
干
や
風
、

地
形
に
よ
っ
て
淡
水
と
混
じ
る
度

合
い
が
変
わ
る
、
と
て
も
複
雑
な

環
境
な
の
だ
と
石
飛
さ
ん
は
言
い

ま
す
。

　

宍
道
湖
に
は
「
七し

っ
ち
ん珍

」
と
呼
ば

れ
る
生
き
も
の
が
い
る
そ
う
で
す
。

「
ス
ズ
キ
、
モ
ロ
ゲ
エ
ビ
、
ウ
ナ

ギ
、
ア
マ
サ
ギ
（
ワ
カ
サ
ギ
）、

シ
ラ
ウ
オ
、
コ
イ
、
シ
ジ
ミ
で
す
。

『
す
も
う
あ
し
こ
し
』
と
覚
え
る

ん
で
す
」
と
笑
う
石
飛
さ
ん
。
こ

う
し
た
多
様
な
生
き
も
の
が
棲
め

る
の
は
、
汽
水
湖
な
ら
で
は
と
い

え
ま
す
。
宍
道
湖
、
中
海
と
も
に

水
質
は
悪
化
し
て
は
い
な
い
も
の

の
、
中
海
の
一
部
で
は
こ
の
と
こ

ろ
下
層
が
貧
酸
素
状
態
に
な
り
、

底
に
棲
む
魚
が
獲
れ
な
く
な
っ
て

い
る
と
の
こ
と
。

「
水
質
、
水
の
循
環
、
塩
分
濃
度

な
ど
、
い
く
つ
も
の
要
因
が
絡
み

あ
い
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
成
り

立
っ
て
い
る
の
で
す
ね
」
と
感
心

す
る
坂
本
く
ん
で
し
た
。

「
放
水
路
に
よ
っ
て
斐
伊
川
は
再
び
大
社

湾
へ
流
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
山

本
さ
ん
。
こ
れ
ま
で
に
4
回
分
流
し
て
、

洪
水
を
未
然
に
防
い
で
い
ま
す
。

　

最
後
に
山
本
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た

の
は
、
宍
道
湖
か
ら
お
よ
そ
6
・
5 

km
の

地
点
に
架
か
る
西に

し
だ
い
ば
し

代
橋
。
橋
か
ら
斐
伊
川

を
眺
め
る
と
水
量
は
少
な
く
、
砂
ば
か
り

が
目
立
ち
ま
す
。

「『
網
状
（
う
ろ
こ
状
）
砂
州
』
と
呼
ば
れ

る
砂
州
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
鉄
穴
流
し

と
い
う
人
の
営
み
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な

の
で
す
」
と
山
本
さ
ん
は
言
い
ま
し
た
。

　

◆　

　

出
雲
の
人
に
と
っ
て
斐
伊
川
は
ど
ん
な

川
な
の
で
し
ょ
う
。
お
会
い
し
た
す
べ
て

の
方
に
お
聞
き
し
ま
し
た
が
、
代
表
と
し

て
藤
岡
さ
ん
の
言
葉
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
『
五
つ
の
郡

の
民
、
川
に
よ
り
て
住
め
り
』
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
々
は
斐
伊
川
の

お
か
げ
で
暮
ら
し
て
い
る
と
、
高
ら
か
に

謳
わ
れ
て
い
る
の
で
す
よ
」（
藤
岡
さ
ん
）

　

神
秘
的
な
神
話
の
数
々
、
そ
し
て
知
恵

と
工
夫
に
よ
る
地
域
の
産
業
シ
ス
テ
ム
、

鉄
の
流
通
を
支
え
た
舟
運
―
―
。
斐
伊
川

は
、
歴
史
と
産
業
と
人
々
の
暮
ら
し
が
非

常
に
密
接
な
川
で
し
た
。

　
　
（
2 

0 

1 

6
年
8
月
6
〜
8
日
取
材
）

し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
奥
出
雲
の
鉄
は
瀬
戸
内
海
で
は
な
く
、

日
本
海
に
川
船
や
馬
で
運
び
、
北
前
船
に

載
せ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
斐
伊
川
が
な
け

れ
ば
奥
出
雲
の
鉄
も
十
分
流
通
で
き
な
か

っ
た
と
言
え
る
の
で
す
」

　

斐
伊
川
の
舟
運
が
、
奥
出
雲
の
た
た
ら

の
隆
盛
を
支
え
て
い
た
の
で
す
。

放
水
路
に
よ
っ
て

再
び
大
社
湾
へ

　

斐
伊
川
は
、
大
雨
で
氾
濫
し
て
東
へ
流

路
が
変
わ
る
1 

6 

3 

5
年
（
寛
永
12
）
ま
で

大た
い
し
ゃ
わ
ん

社
湾
に
注
い
で
い
ま
し
た
。
角
田
さ
ん

が
室
町
時
代
以
降
に
鉄
が
運
び
出
さ
れ
て

い
た
と
考
え
る
二
つ
の
港
・
杵き

づ
き築

と
宇う

り
ゅ
う龍

（
注
6
）
も
旧
河
口
の
近
く
に
あ
り
ま
し
た
。

　

斐
伊
川
の
分
派
点
（
注
7
）
か
ら
下
流

を
国
土
交
通
省 

中
国
地
方
整
備
局 
出
雲

河
川
事
務
所 

計
画
課
長
の
山
本
浩
之
さ

ん
に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

1 

9 

7 

2
年
（
昭
和
47
）、
斐
伊
川
で
大

水
害
が
起
き
ま
す
。
国
と
県
は
「
斐
伊

川
・
神か

ん
ど
が
わ

戸
川
治
水
計
画
3
点
セ
ッ
ト
」（
注

8
）
と
呼
ば
れ
る
事
業
を
実
施
。
そ
の
一

環
で
あ
る
斐
伊
川
放
水
路
は
2 

0 

1 

3
年

（
平
成
25
）
6
月
の
竣
工
で
す
。
こ
の
放
水

路
は
、
洪
水
時
に
斐
伊
川
の
西
側
を
流
れ

る
神
戸
川
へ
分
流
さ
せ
る
た
め
の
も
の
。

上：かつての川筋を活かしてつくられ
た斐伊川放水路　左：宍道湖からお
よそ6.5km上流にある西代橋付近の
「網状（うろこ状）砂州」　提供：国土
交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所　
右：斐伊川の中・下流部を案内してく
れた国土交通省 中国地方整備局の
山本浩之さん

5 たたら製鉄が「地域の産業シ
ステム」だったことをわかりやすく
説明する奥出雲たたらと刀剣館
の尾方豊さん 
6 たたら製鉄を長年研究してい
る島根県立古代出雲歴史博物館 
交流・普及課長の角田徳幸さん

中海と宍道湖の環境につ
いて話す石飛裕さん

水質こそ悪化していないものの、貧酸素状態に
なる傾向が出ていると石飛さんが心配している
中海。汽水湖の水環境はとても繊細だ

コ
ラ
ム
2

微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で

成
り
立
つ
汽
水
湖

56

4

（注 8）「斐伊川・神戸

川治水計画 3点セット」

①上流＝尾原ダムと志
津見ダムの建設、②中流
＝斐伊川放水路の建設
と斐伊川本川の改修、
③下流＝大橋川の改修
と宍道湖・中海の湖岸堤
の整備（継続中）

（注 7）分派点

主要流路（本川、本流）
から流路（派川、分流）
が分岐する地のこと。こ
こでは斐伊川から斐伊
川放水路が分岐する地
点を指す。
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ミツカン水の文化センターでは、「使いながら守る水循環」を学ぶための
「里川文化塾」を年に数回開いております。
第 25回目となる今回は、小説および映画『のぼうの城』で一躍有名に
なった「忍

おしじょう

城」を舞台に開催します。
忍城は、沼地のなかの地形を巧みに活かして建設され、室町時代から明
治初年にかけて存在した城です。水郷のなかに点在する様はまさに要害。
「難攻不落の城」として名高かったと伝えられています。
山城に代表されるように、そもそも城は見通しの利く高台に設けられるこ
とが多かったため、飲み水の確保に苦労し、井戸は必須でした。そうした
城と水の関連も視野に入れつつ、湿地帯につくられた「忍城」の水利用に
ついて行田市郷土博物館 学芸員の澤

さわむられいか

村怜薫さんに解説していただきます。
豊臣秀吉の命を受けた石田三成が忍城に仕掛けたと伝わる「水攻め」の
跡地（「石田堤」と呼ばれる堤防）も巡り、城にかかわる水利用について
学びます。

本誌 53号でお知らせしました第

24回里川文化塾「丘陵地を水田に
した熱意の結晶『二

に ご あ な

五穴』――100

年経っても現役のトンネル用水路を
巡る」は、予定どおり2016年 7

月 31日に開催しました。
「里川文化塾」は、参加なさった
方々以外にも内容を知っていただく
ために、終了後に「開催レポート」
を公開しております。ぜひご覧くだ
さい。

魅力あふれる独自の「水の文
化」を培っている「人」や「事・
場」を訪ね、研究や活動を紹介
する「水の風土記」。人にフォ
ーカスする〈水の文化 人ネット
ワーク〉で「魚

うおじりせん

尻線」を取り上
げました。
海のない山梨県で、今もマグ
ロの刺身が多く食べられている
理由が魚尻線です。山梨県立博
物館 学芸員の植月学さんに山
梨県における海魚の食文化と
魚尻線についてお聞きしました。

センター活動報告

里川文化塾「開催レポート」
http://www.mizu.gr.jp/bunkajuku/houkoku/

2016年11月27日（日）開催決定！
（埼玉県行田市周辺）

※小雨決行。荒天時の順延日は12月11日（日）

第25回里川文化塾

忍城の水利用　参加者募集中！

【里川文化塾 開催報告】

第24回里川文化塾

「丘陵地を水田にした熱意の結晶『二五穴』」

 日時： 2016年 11月 27日（日）9:30～17:00ごろ
  （小雨決行。荒天時の順延日＝12月 11日（日））
 フィールド： 埼玉県行田市
 座学会場： 行田市郷土博物館（埼玉県行田市本丸 17-23）
 集合・解散場所： ［集合］9:30　JR東日本・秩父鉄道「熊谷駅」北口
  　　　　→貸切バスで行田市郷土博物館へ移動
  ［解散］16:45ごろ　JR東日本・秩父鉄道「熊谷駅」北口
  　　　　（交通状況により遅延の可能性あり）
 当日の予定： 午前中＝講師による座学。館内見学
  午後＝さきたま古墳公園内の「丸墓山古墳」
  　　　および「石田堤」の史跡を視察
  ※上記は予定です。変更する場合もございますので、
  　詳しくはホームページをご覧ください

 講師： 澤村怜薫 さん（行田市郷土博物館 学芸員）

忍城の本丸跡に建てられた三階櫓（模擬）と堀

山を刳（く）り抜いた
「二五穴」と用水路

植月 学（うえつき まなぶ）さん 

山梨県立博物館 
学芸課 学芸員

（2016年 8月公開）

「水攻め」のため石田三成が陣を張ったと
いわれる「丸墓山（まるはかやま）古墳」

石田堤の痕跡。予想以上の雨量でこの堤
が切れて「水攻め」は失敗したとされる

【水の風土記 最新インタビュー】

海のない地域に残る「海魚の食文化」
～「魚尻線」がもたらしたもの～

水の風土記
http://www.mizu.gr.jp/fudoki/



編
集
後
記

昆
布
ロ
ー
ド
、
古
式
捕
鯨
、
焼
物
の
縁
、
追
分
、
調
査
し
取
材
す
る

ま
で
知
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
。
歴
史
の
勉
強
不
足
も
痛
感
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
海
や
川
を
見
る
機
会
は
数
多
く
あ
る
だ
ろ
う
、
そ

の
時
に
は
先
人
達
の
積
み
重
ね
て
き
た
営
み
や
想
い
を
想
像
し
て
み

た
い
。
さ
て
、
今
号
は
皆
さ
ん
に
先
人
達
の
知
恵
や
想
い
は
伝
わ
っ

た
だ
ろ
う
か
？
（
後
）

実
は
ミ
ツ
カ
ン
創
業
の
酢
も
、
江
戸
時
代
に
弁
才
船
で
尾
張
か
ら
江

戸
へ
運
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
江
戸
で
握
り
寿
司
の
食
文
化
が
開
花
す

る
の
を
下
支
え
し
た
。
色
ん
な
文
化
の
陰
に
和
船
あ
り
。
当
時
の
船

は
木
材
に
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
り
し
て
残
っ
て
な
い
が
、
運
ん
だ
文

化
の
痕
跡
は
確
か
に
残
っ
て
い
た
。（
松
）

昨
年
の
里
川
文
化
塾
で
「
昔
は
大
量
の
荷
を
運
ぶ
に
は
船
が
最
適
の

方
法
だ
っ
た
」
と
伺
っ
た
。
縦
に
長
い
島
国
で
山
が
ち
な
地
形
が
多

い
こ
の
国
で
、
確
か
に
舟
運
は
不
可
欠
だ
っ
た
の
だ
な
と
今
回
改
め

て
感
じ
た
。
和
船
は
人
や
荷
と
同
時
に
、
文
化
や
ロ
マ
ン
も
運
ん
で

い
た
。
そ
う
思
う
と
ワ
ク
ワ
ク
す
る
。（
原
）

想
像
も
つ
か
な
い
場
所
同
士
の
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、

形
あ
る
も
の
だ
け
が
、
船
で
運
ば
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
。
船
に
乗
っ
て
人
が
往
来
し
、
交
わ
り
が
何
か
を
生
ん
だ
。
今

も
昔
も
交
わ
り
は
何
か
を
生
む
。
当
た
り
前
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、
再
確
認
で
き
た
号
だ
っ
た
。（
吉
）

現
在
の
輸
送
は
ス
ピ
ー
ド
重
視
。
目
的
の
モ
ノ
だ
け
を
求
め
れ
ば
実

に
便
利
な
世
の
中
だ
。
今
回
の
取
材
で
思
い
知
っ
た
の
は
、
圧
倒
的

な
時
間
感
覚
の
違
い
。
時
間
を
か
け
て
、
様
々
な
場
所
を
経
由
し
て
、

時
に
は
変
容
し
、
目
的
の
モ
ノ
と
と
も
に
運
ば
れ
た
文
化
は
魅
力
的

だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
本
誌
入
稿
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
…
…
（
力
）

海
の
道
の
雄
大
さ
、
自
由
さ
を
実
感
し
た
号
で
し
た
。
和
歌
山
の
太

地
町
は
陸
路
だ
と
少
々
不
便
で
も
、
海
を
道
と
考
え
れ
ば
伊
勢
湾
や

瀬
戸
内
海
、
四
国
も
含
め
た
大
き
な
交
流
圏
の
要
衝
で
す
。
と
き
に

大
荒
れ
と
な
る
海
を
、
危
険
を
承
知
で
行
き
来
し
た
人
々
の
こ
と
を

考
え
る
と
、
今
の
通
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
も
っ
と
自
由
に
生
き
て
い

い
の
か
な
と
も
思
い
ま
し
た
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。今後の企画についても、順次ホームペー
ジでご案内します。ご注目ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第54号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』54号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form54.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：０３-６６８５-７５９６
メールアドレス：tokyo-of�ce@mizu.gr.jp



54水の文化 October 2016  No.

特
集
　
和
船
が
運
ん
だ
文
化

水
の
文
化 

54
　October 2016

	 表紙：	河口から3km上流のご神体「河内様（こおったま）」を目指して紀州の古座（こ
ざ）川を遡る「御舟（みふね）」。江戸時代に古式捕鯨で栄えた古座鯨方（くじら
かた）の鯨舟に装飾を施し、軍舟に見立てたもの。日没後は、かの岡本太郎
が「これほど華やかでなまめかしいものだとは想像していなかった」と評
した神秘的な行事「夜籠り神事」も行なわれる（撮影：鈴木拓也）

	 裏表紙上：	尺八の音色にのせて歌われる江差追分。哀愁を帯びた調べが聴く者を惹
きつける。唄は山本康子さん、尺八は山本滋さん。江差の割烹「味処やま
もと」を夫婦で切り盛りしながら、江差追分も披露する（撮影：川本聖哉）

	 裏表紙下：	かつて西海で行なわれた古式捕鯨「網取法」を再現したジオラマ（平戸市生
月町博物館	島の館）。山見の知らせを受けて勢子舟が音を立てながら網に鯨を
追い込み、網を被り動きの鈍った鯨を銛で撃って仕留める（撮影：鈴木拓也）
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