
江
戸

浦
賀

代

銚子

平潟

石巻

気仙沼

大船渡

山田

宮古

八戸

久慈

太田名

田老

田代島

中之作

相馬

金浦

請戸

那珂湊

大
磯

興
津

神
奈
川

箱
館

松
前

シ
ブ
チ
ャ
リ（
静
内
）

ミ
ツ
イ
シ（
三
石
）

シ
ャ
マ
ニ（
様
似
）

ホ
ロ
イ
ツ
ミ（
幌
泉
）

ト
カ
チ（
十
勝
）

ウ
ウ
ン
ベ
ツ（
音
別
）

ク
ス
リ（
釧
路
）

ユ
ウ
ブ
ツ（
湯
沸
）

国
後

根
室

網
走

斜
里

ヘ
ト
カ（
別
当
賀
）

フウレン（風蓮）

エ
ト
ロ
フ（
択
捉
）

江差

能代

秋田

酒田
加茂

出
雲
崎

寺
泊

岩船

両津
見

鼠ケ関

深
浦

鮎
ヶ
沢

新
潟

小木

武山、平塚家の主な寄港地

青
森

浜益

利尻

礼文

寿
都

岩
内

積
丹

留
萌

稚
内

増
毛

古
平 余
市 小
樽

古字

武山家

奥筋廻船

平塚家
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江戸後期三大航海圏と商いの世界

全国市場を支えた

船・商人・港
斎藤善之
さいとうよしゆき
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庶
民
に
モ
ノ
が
回
る
江
戸
後
期

20
年
ほ
ど
前
に
赴
任
し
た
愛
知
県
半

田
の
大
学
で
、
地
元
の
船
主
の
史
料
を

見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
舟
運
の
世

界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
き
っ
か
け
で
す
。

史
料
を
見
る
と
、
内
海
船

う
つ
み
ぶ
ね

を
は
じ
め
と

す
る
伊
勢
湾
の
船
は
、
塩
、
糠
、
土
器

か
わ
ら
け

、

瀬
戸
物
、
醸
造
品
︵
酒
や
酢
︶
な
ど
の

民
需
品
で
、
運
ん
で
い
た
の
は
新
興
商

人
で
す
。

そ
の
と
き
に
気
が
つ
い
た
の
は
、

﹁
船
の
中
身
は
何
か
﹂
、
﹁
積
み
荷
は
ど

う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
﹂

﹁
積
み
荷
は
ど
う
い
う
所
で
生
産
さ
れ
、

ど
う
い
う
径
路
で
運
ば
れ
、
ど
こ
で
ど

の
よ
う
に
消
費
さ
れ
る
の
か
﹂
と
い
う

視
点
を
、
当
時
の
海
運
史
・
海
事
史
は

持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

モ
ノ
が
届
く
こ
と
で
変
っ
て
い
っ
た
庶

民
の
生
活
が
浮
き
彫
り
に
な
れ
ば
、
ど

の
よ
う
に
近
代
に
つ
な
が
る
か
も
わ
か

る
は
ず
で
す
。

こ
う
考
え
る
と
、
い
く
つ
か
疑
問
が

生
ま
れ
ま
す
。

例
え
ば
、
江
戸
時
代
後
半
か
ら
、
各

地
で
特
産
物
を
急
に
つ
く
り
始
め
る
の

は
な
ぜ
か
。



室
津

高
砂 兵

庫

網代清
水

沼
津

焼
津福

田

舞
阪

福
江

（
名
古
屋
）

熱
田

妻
良
・
子
浦

御
前
崎 下

田

魚
津

姫
川

輪
島

飯田

二見

伏木
新湊

福浦

小

金
石

安
宅右近家

小
浜

舞鶴

堺

和歌山

湯浅

日高

田辺
富田

新
宮

深日

宮津

出
雲

境
港

鳥
取

浜
田

益
田

須
佐

萩

仙
崎

宇
部
秋
穂

三
田
尻

瀬
戸
田
尾
道

竹
原

波
止
浜

徳
山

呉

松
浜（
福
山
）

玉
島
下
津
井

松
山 多

度
津

撫養
（鳴門）

坂
出 高
松

赤
穂

広
島岩

国
柳
井

井
之
浦

田之浦
（佐伯）

臼杵

宇和島

八幡浜 多喜浜
（新居浜）大分

別府

中津

島
戸

温
泉
津

泊 城
崎

西
郷

香
住

浜
坂

直
江
津

橋
立

三国

河野

敦賀

平坂

右近家の主な寄港地

内田家の主な寄港地

瀬
越

北前船

尾州廻船（内海船）

内田家

下
関

飾
磨（
姫
路
）

大
坂

周参見
熊
野
新
鹿
仁
木
島

須
賀
利

的
矢

錦 贅
鳥羽

松坂

津 内海

四日市
桑名

白子

橋
杭（
串
本
）

5 全国市場を支えた船・商人・港

﹁
米
し
か
つ
く
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と

藩
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
の
に
、
あ
る
所

で
は
綿
を
つ
く
る
農
村
が
出
て
き
ま
す
。

し
か
も
、
年
貢
を
払
う
た
め
に
、
わ
ざ

わ
ざ
米
を
よ
そ
か
ら
買
っ
て
く
る
。
つ

ま
り
、
綿
を
売
っ
た
利
ざ
や
を
と
っ
て
、

米
を
買
っ
て
、
さ
ら
に
大
量
に
肥
料
を

投
下
し
て
も
儲
か
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
う
し
た
農
村
は
豊
か
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。

た
だ
し
、
特
産
物
に
特
化
し
て
い
く

と
自
給
自
足
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
、

そ
れ
ま
で
地
元
で
つ
く
っ
て
い
た
も
の

を
外
か
ら
調
達
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
特
産
物
は
他
の
地
域
と
依
存

関
係
を
強
め
な
い
と
成
立
し
な
い
。
そ

れ
を
支
え
た
の
が
新
興
商
人
に
よ
る
流

通
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
一
例
と
し
て
、
関
西
で
は

河
内
木
綿
、
姫
路
木
綿
、
関
東
近
郊
で

は
真
岡
木
綿
が
有
名
で
す
。
木
綿
が
綿

織
物
地
帯
を
活
性
化
し
、
そ
こ
で
は
着

物
が
生
産
さ
れ
、
市
場
に
出
る
。
そ
の

着
物
が
消
費
さ
れ
る
と
、
古
着
と
な
り
、

そ
れ
も
古
着
市
場
を
通
じ
て
全
国
に
運

ば
れ
る
。

綿
を
つ
く
る
た
め
の
主
な
肥
料
は
千

葉
九
十
九
里
な
ど
の
干
鰯

ほ
し
か

が
有
名
で
す
。

し
か
し
イ
ワ
シ
が
不
漁
に
な
る
と
、
蝦

夷
地
漁
場
を
開
拓
し
た
商
人
た
ち
が
ニ

シ
ン
肥
料
を
つ
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
モ
ノ
の
流
れ
や
、
そ
の
流
れ

を
担
っ
た
船
主
や
商
人
を
追
う
こ
と
で
、

日
本
の
歴
史
を
か
な
り
語
る
こ
と
が
で

き
る
わ
け
で
す
。

こ
う
い
う
研
究
は
、
古
い
船
主
の
お

宅
、
例
え
ば
右
近

う

こ

ん

家
︵
福
井
︶
や
内
田

家
︵
愛
知
︶
に
残
っ
て
い
る
古
文
書
の

全
体
目
録
を
つ
く
り
、
し
か
も
そ
れ
を

各
地
で
比
較
し
な
い
と
進
み
ま
せ
ん
。

﹁
こ
の
荷
物
は
、
な
ぜ
こ
こ
に
送
ら
れ

て
い
る
の
か
﹂
﹁
な
ぜ
、
あ
る
は
ず
の

な
い
商
品
が
こ
こ
に
混
じ
っ
て
い
る
の

か
﹂
と
、
疑
問
を
検
討
し
な
い
と
い
け

な
い
。
例
え
ば
﹁
尾
州
廻
船
に
、
な
ぜ

江
戸
で
買
っ
た
八
戸
大
豆
が
載
っ
て
い

る
の
か
﹂
﹁
そ
の
大
豆
は
ど
う
や
っ
て

運
ば
れ
て
き
た
の
か
﹂
と
い
う
疑
問
で

す
が
、
そ
れ
は
、
最
近
ま
で
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

三
大
航
海
圏

ま
ず
、
18
世
紀
〜
19
世
紀
、
江
戸
後

期
に
お
け
る
舟
運
路
を
ど
う
捉
え
る
か

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の

時
期
、
日
本
列
島
を
３
つ
に
分
け
て

﹁
北
前
船

き
た
ま
え
ぶ
ね

﹂﹁
尾
州

び
し
ゅ
う

廻
船

か
い
せ
ん

﹂﹁
奥
筋

お
く
す
じ

廻
船

か
い
せ
ん

﹂

か
ら
な
る
三
大
航
海
圏
と
し
て
考
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
物
流
か
ら
の
裏
付
け

で
す
。

３
つ
の
航
海
圏
は
両
端
の
港
で
リ
ン

ク
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
奥
筋
廻
船

と
北
前
船
と
い
う
２
つ
の
航
海
圏
が
結

節
す
る
箱
館
港
と
松
前
港
は
ハ
ブ
港

︵
海
上
輸
送
の
中
継
地
点
と
な
る
港
。

周
辺
各
地
へ
の
交
通
機
関
が
集
中
す
る

場
所
で
も
あ
る
︶
と
い
う
こ
と
が
で
き

19世紀における

北前船、尾州廻船（内海船）、奥筋廻船の航海圏

『白い国の詩』東北電力2004年5月号、
歴史学研究会日本史研究会『日本史講座第７巻』東京大学出版会2005をもとに作図
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る
で
し
ょ
う
。
同
様
に
、
尾
州
廻
船
と

奥
筋
廻
船
が
結
節
す
る
の
が
江
戸
港
、

神
奈
川
港
、
浦
賀
港
。
北
前
船
と
尾
州

廻
船
は
基
本
的
に
は
大
坂
港
、
兵
庫
港

で
結
節
し
ま
す
が
、
瀬
戸
内
海
一
帯
で

も
重
複
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ハ

ブ
港
が
成
立
し
て
、
日
本
全
土
を
覆
う

流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
上
が
る
の

が
19
世
紀
前
半
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
航
路
に
は
、
有
力
な
船

主
が
い
ま
す
。
北
前
船
船
主
で
あ
る
越

前
河
野

こ

う

の

浦
の
右
近
家
の
商
圏
は
、
稚
内

か
ら
始
ま
っ
て
日
本
海
側
を
下
っ
て
大

坂
、
兵
庫
、
堺
ま
で
及
ぶ
。
奥
筋
廻
船

の
船
主
で
あ
る
石
巻
の
武
山
家
や
平
塚

家
の
資
料
を
見
る
と
、
そ
の
商
圏
は
北

海
道
の
東
岸
か
ら
東
北
太
平
洋
岸
、
関

東
の
江
戸
、
浦
賀
に
及
ん
で
い
る
。
尾

州
廻
船
の
船
主
、
内
田
家
の
史
料
を
見

る
と
、
江
戸
か
ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
、
下

関
ま
で
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
船
主
の
家
は
、
各
航
路
の
中
央

部
に
立
地
し
て
い
る
と
い
う
特
性
が
あ

る
。こ

れ
は
、
江
戸
時
代
前
半
に
機
能
し

て
い
た
、
京
・
大
坂
・
江
戸
の
三
都
を

中
心
と
す
る
流
通
構
造
と
は
違
う
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
、
江
戸
時
代
前
半
は
三
都
の

特
権
的
な
商
人
が
主
人
公
と
な
り
、
彼

ら
の
取
引
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ

て
お
り
、
新
興
商
人
は
な
か
な
か
そ
こ

に
参
入
で
き
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
新
興
商
人
に
つ
い
て

は
、
後
で
く
わ
し
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

舟
運
で
運
ば
れ
て
い
た
の
は

各
航
路
で
は
、
カ
バ
ー
し
て
い
る
範

囲
が
異
な
り
ま
す
か
ら
、
運
ば
れ
て
い

た
も
の
も
当
然
違
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

は
、
こ
れ
ま
で
大
雑
把
に
は
い
わ
れ
て

き
た
こ
と
で
す
が
、
各
船
主
家
に
あ
る

史
料
を
分
析
し
て
ま
と
め
る
こ
と
で
、

具
体
的
に
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

蝦
夷
地
か
ら
北
陸
、
上
方
、
江
戸
に

流
れ
る
も
の
は
、
食
料
あ
る
い
は
肥
料

と
し
て
の
海
産
物
が
あ
り
ま
す
。
魚
肥
、

ニ
シ
ン
、
白
子
、
数
の
子
、
昆
布
な
ど

で
す
。

逆
に
、
北
陸
、
瀬
戸
内
、
上
方
か
ら

蝦
夷
地
方
面
に
流
れ
る
の
は
衣
料
品
や

食
料
品
関
係
で
、
米
、
塩
、
醤
油
、
砂

糖
、
酢
。
さ
ら
に
雑
貨
品
。
燃
料
と
し

て
の
蝋
や
油
、
建
材
と
し
て
は
畳
、
釘
、

竹
、
そ
の
他
薬
、
煙
草
な
ど
。
北
陸
農

村
か
ら
藁
や
、
む
し
ろ
と
か
出
て
き
ま

す
し
、
東
北
か
ら
蝦
夷
地
に
向
け
て
は
、

米
が
大
量
に
運
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
江
戸
時
代
前
半
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
す
。
東
北
か
ら
は
、
江
戸

に
も
仙
台
米
が
運
ば
れ
ま
す
。
東
北
へ

の
帰
り
荷
物
で
は
、
関
東
か
ら
の
衣
料

品
が
多
い
。

こ
う
い
う
流
れ
を
押
さ
え
る
こ
と
で
、

流
通
路
の
中
で
港
の
持
つ
機
能
も
少
し

ず
つ
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま

す
。

庶
民
の
食
卓
が
変
わ
る

流
通
路
が
拡
大
、
複
雑
化
し
、
モ
ノ

の
生
産
と
消
費
の
主
体
が
庶
民
に
及
び
、

多
様
化
し
て
い
く
の
が
江
戸
後
期
と
い

っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
結
果
起

き
る
の
が
、
庶
民
の
食
文
化
の
成
熟
で

す
。一

例
を
挙
げ
ま
す
と
、
ま
ず
醸
造
物

が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
初
期
は
味

噌
・
醤
油
な
ど
の
醸
造
生
産
地
帯
で
あ

る
銚
子
︵
千
葉
︶
や
武
豊

た
け
と
よ

︵
愛
知
︶
で

は
、
地
回
り
の
大
豆
を
主
に
使
っ
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
後
期
に

な
る
と
、
奥
州
産
の
南
部
大
豆
が
運
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
武
豊
の
文
書

に
も
﹁
大
豆
は
奥
州
産
が
い
ち
ば
ん
良

い
﹂
と
あ
っ
て
、
江
戸
・
神
奈
川
・
浦

賀
︵
神
奈
川
︶
と
い
う
ハ
ブ
港
を
越
え

て
伊
勢
湾
沿
岸
に
ま
で
流
通
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
大
き
な
変
化
で
す
。
塩
の
場

合
も
播
州
赤
穂
塩
が
高
級
品
と
し
て
珍

重
さ
れ
ま
し
た
が
、
徳
島
の
鳴
門
で
つ

く
ら
れ
る
後
発
商
品
の
﹁
斎
田
塩
﹂
が

価
格
も
手
ご
ろ
で
民
間
に
浸
透
す
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
米
と
大
豆
、
塩
が
そ

ろ
え
ば
、
味
噌
な
ど
の
醸
造
品
が
生
ま

れ
ま
す
。
知
多
半
島
や
三
河
で
は
、
奥

州
大
豆
と
斎
田
塩
な
ど
で
味
噌
が
つ
く

ら
れ
、
そ
れ
が
伊
勢
や
関
東
方
面
に
出

荷
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

で
は
、
海
産
物
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

北前船・尾州廻船・奥筋廻船
主な積荷
（歴史学研究会日本史研究会『日本史講座第７巻』東京大学出版
会2005）119ページより

北前船（右近家）の主な積荷
（越前国河野浦・右近家文書より）

蝦夷地（松前・江差・箱館・西蝦夷地）から

北陸・瀬戸内・上方（大坂・兵庫・堺）へ

○肥料［鰊・鯡〆粕・干鰯］

○食料［身欠き鯡・白子・数の子・干鱈・煎
海鼠・昆布］

北陸・瀬戸内・上方から　蝦夷地へ

○衣料［木綿・綿・足袋・草履］

○食料［米（中国米・九州米・加賀米・越後
米・庄内米）・小豆・塩・砂糖・醤油・味
噌・酢・酒・漬物・蒟蒻・干瓢・椎茸・鰹
節・素麺・饂飩・茶］

○雑貨［藁・筵・塗物・焼物・金物・紙・
傘・線香］

○燃料［蝋・油］

○建材［畳・蓙・薄縁・釘・竹・灯籠・渋
柿・石灰・ベンガラ］

○船具［碇］

○その他［薬・煙草・阿波粉・絵馬］

尾州廻船（内田家）の主な積荷

（尾張国内海・内田家文書より）

瀬戸内・上方（大坂・兵庫）から

関東（浦賀・神奈川・江戸）へ

○食料［西国米・瀬戸内塩・砂糖］

○燃料［水油］

○肥料［西国糠］

○その他［畳表・蓙・銭］

瀬戸内・上方から

伊勢湾（名古屋・桑名・四日市・津）へ

○食料［瀬戸内塩・瀬戸内砂糖・西国大豆・
西国麦・松前昆布］

○肥料［蝦夷地産鰊〆粕・西国〆粕］

○その他［紙・藍・煙草］

伊勢湾から　関東（浦賀・神奈川・江戸）へ

○衣料［綿］

○食料［米・酒］

○肥料［糠］

関東から　瀬戸内・上方・伊勢湾へ

○食料［奥州大豆・関東大豆・小麦］

○肥料［奥州〆粕・奥州干鰯・関東干鰯］

○その他［銭・魚油］

奥筋廻船（平塚家）の主な積荷
（陸奥国田代島・平塚家文書より）

蝦夷地（松前・箱館・東蝦夷地）から

東北（石巻）・関東（那珂湊・銚子・浦賀・江戸）へ

○食料（海産物）［秋味（塩鮭）・塩鱒・塩鰤・数の
子・筋子・身欠鯡・昆布］

東北から　蝦夷地（松前・箱館・東蝦夷地）へ

○食料［奥州米カ］
（陸奥国石巻・武山家文書より）

東北（石巻・寒風沢）から　関東へ

○食料［本穀米・免米・相馬米・岩城米・南部米・
奥州大豆・小豆・小麦・鰹節］
○肥料［鰯〆粕］
○燃料［魚油・菜種］
○建材［丸太］

関東から　東北へ

○衣料［木綿・繰綿・絹・紬・縮緬・縞・雪駄］
○食料［才田塩・茶（駿州茶）・黒砂糖・白砂糖
（讃州三盆白）］
○雑貨［陶磁器（瀬戸物）・漆器（会津塗）・提
灯・紙（美濃紙）・傘・線香］
○燃料［蝋燭］
○建材［畳表（近江表）］
○船具［織帆・刺帆・櫓・銅板・麻・檜綱・碇・棕
呂皮・チャン］
○その他［銭・屏風・書籍・錦絵・仏具］



7 全国市場を支えた船・商人・港

当
時
は
冷
蔵
技
術
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

海
産
物
は
塩
乾
処
理
し
た
も
の
に
な
り

ま
す
。
こ
の
時
期
三
陸
地
方
か
ら
安
価

な
鰹
節
が
入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

庶
民
階
層
に
ま
で
醤
油
と
鰹
節
が
入
り
、

食
卓
が
変
わ
る
わ
け
で
す
。

江
戸
時
代
前
半
の
庶
民
の
食
事
は
、

調
味
料
も
素
朴
で
、
塩
ぐ
ら
い
し
か
な

か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
化
政

期
あ
た
り
か
ら
関
東
地
回
り
の
醤
油
が

入
っ
て
く
る
。
そ
の
も
と
は
三
陸
の
大

豆
や
瀬
戸
内
の
塩
で
、
こ
の
大
量
供
給

に
よ
り
、
江
戸
・
大
坂
の
食
文
化
が
ど

う
変
わ
る
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
蝦
夷
地
産
の
二
大
生
産
物
と

し
て
鮭
と
ニ
シ
ン
が
あ
り
ま
す
。
東
岸

で
鮭
、
西
岸
で
は
ニ
シ
ン
が
有
名
で
す
。

こ
の
蝦
夷
地
西
岸
か
ら
北
陸
〜
瀬
戸
内

〜
上
方
ま
で
の
ラ
イ
ン
は
今
で
も
ニ
シ

ン
食
材
の
文
化
圏
で
す
ね
。

一
方
、
蝦
夷
地
東
岸
は
鮭
文
化
圏
で

す
。
鮭
は
平
塚
家
の
奥
筋
廻
船
ル
ー
ト

で
石
巻
︵
宮
城
︶
や
那
珂
湊
︵
茨
城
︶
、

江
戸
に
運
ば
れ
ま
し
た
。
那
珂
湊
で
は

那
珂
川
を
遡
上
し
て
茨
城
や
栃
木
ま
で

運
ば
れ
て
い
き
ま
す
。
銚
子
か
ら
利
根

川
を
上
り
、
群
馬
や
江
戸
に
入
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
東
北
か
ら

関
東
地
方
の
太
平
洋
側
は
、
鮭
食
材
の

文
化
圏
に
な
っ
て
い
ま
す
。
朝
ご
飯
で

塩
鮭
を
食
べ
る
風
習
が
い
つ
ご
ろ
始
ま

っ
た
か
と
い
う
と
、
お
そ
ら
く
は
こ
の

時
期
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

要
す
る
に
18
世
紀
〜
19
世
紀
は
、
農

産
・
海
産
物
や
加
工
品
が
大
量
に
市
場

に
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
庶
民
に

行
き
渡
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
、
い

わ
ゆ
る
﹁
和
食
革
命
﹂
と
い
わ
れ
る
現

象
と
な
っ
て
表
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う
。

物
流
の
担
い
手
た
ち

こ
の
よ
う
な
市
場
の
変
化
を
支
え
た

大
き
な
要
因
は
、
舟
運
輸
送
の
活
発
化

で
あ
り
、
そ
れ
を
促
し
た
の
は
さ
ま
ざ

ま
な
性
格
を
持
っ
た
商
人
と
い
っ
て
も

い
い
。

商
人
は
各
地
に
広
域
的
な
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
伊
勢
商

人
、
紀
州
商
人
、
尾
張
商
人
、
会
津
商

人
な
ど
多
数
い
ま
す
が
、
有
名
な
の
は

近
江
商
人
で
す
。

近
江
商
人
は
、
厳
し
い
倫
理
観
と
商

業
技
術
を
持
っ
て
お
り
、
領
主
も
彼
ら

の
技
術
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
こ
の
た

め
、
江
戸
初
期
か
ら
領
主
と
協
力
し
て
、

特
権
的
な
位
置
を
確
保
し
ま
す
。
そ
の

出
店
範
囲
は
広
く
、
東
北
で
す
と
主
要

な
城
下
町
の
商
人
は
近
江
商
人
で
形
成

さ
れ
、
寒
い
東
北
で
需
要
が
高
か
っ
た

木
綿
を
16
世
紀
か
ら
17
世
紀
に
か
け
て

扱
っ
て
い
き
ま
す
。

彼
ら
が
扱
う
商
品
は
、
陸
上
輸
送
が

多
い
。
納
期
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
商

品
や
高
級
品
で
、
薬
や
呉
服
な
ど
で
す
。

船
は
大
量
に
安
価
で
運
べ
る
け
れ
ど
、

風
が
吹
か
な
け
れ
ば
待
た
な
く
て
は
い

け
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
商
品
に

は
馴
染
み
ま
せ
ん
。
と
は
言
う
も
の
の
、

中
山
道
で
高
級
呉
服
を
運
ん
だ
商
人
が
、

仙
台
に
着
い
た
と
き
に
﹁
大
名
行
列
に

ぶ
つ
か
っ
て
納
期
が
遅
れ
て
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
﹂
な
ん
て
書
い
た
詫
び
状
が

残
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
陸
路
も
確
実
と

い
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
江
戸
前
期
に
領
主
と
密

着
し
て
幅
を
利
か
せ
た
特
権
商
人
の
世

界
に
、
江
戸
後
期
に
は
新
興
商
人
が
参

近世（江戸時代）の商人の時期的類型

（斎藤善之作成）

世
紀
後
半
〜
　
世
紀
前
半
（
近
世
前
期
）

17

18

時
期

政
権

市
場
の
特
徴

商
人
類
型

代表的な商人
白文字は今日まで

存続している商人・企業

時代を
代表する
流通拠点

【大阪】
住友友以

【江戸】
紀伊国屋文左衛門
奈良屋茂左衛門
三井高利（越後屋）
【京都】

下村彦右衛門（大丸屋）

【名古屋】
伊藤次郎左衛門（松坂屋）

【近江】
西川伝右衛門

中井源左衛門（日野屋）
大村彦太郎（白木屋）

綱
吉
政
権

吉
宗
政
権
（
享
保
改
革
）

大
阪
・
江
戸
・
京
都

各
地
の
城
下
町

東
廻
り
・
西
廻
り
の
主
な
湊
町

問
屋
商
人
（
江
戸
十
組
問
屋
・
大
阪
二
十
四
組
問
屋
仲
間
）　
　
都
市
小
売
商
人

藩
領
国
経
済
圏
の
確
立

そ
の
上
に
君
臨
す
る
三
都
（
大
阪
・
京
都
・
江
戸
）

お
よ
び
国
際
貿
易
港
・
長
崎

世
紀
前
半
（
近
世
初
期
）

17

【堺】
津田宗及（天王寺屋）
今井宗久（納屋）
呂栄助左衛門
【大阪】
淀屋常安
鴻池新六
【博多】
神屋宗湛
島井宗室
【敦賀】

道川六郎右衛門
高島屋

【伊勢大湊】
角屋七郎兵衛

家
康
・
秀
忠
・
家
光
政
権

堺
・
博
多
・
敦
賀
・
伊
勢
大
湊

初
期
豪
商

戦
国
大
名
の
領
国
市
場
か
ら
統
一
政
権

江
戸
幕
府
に
よ
る
全
国
市
場
の
形
成
期

世
紀
前
半
（
近
世
後
期
）

19

【京都】
飯田新七（高島屋）

【北陸】
大家七平
広海仁三郎
右近権左衛門
馬場道久

藤井能三（北前船首）

【東海】
内田佐七
伊藤嘉七
瀧田金左衛門
伊奈半三郎
中野又左衛門

大
御
所
政
権
　
水
野
政
権
（
天
保
改
革
）

江
戸
・
大
坂
・
伊
勢
湾
・

瀬
戸
内
な
ど
の
内
湾
市
場
圏

新
興
商
人
（
株
仲
間
外
・
非
特
権
商
人
）

農
民
的
商
品
生
産

各
地
の
特
産
物
生
産
の
発
展

諸
藩
の
国
産
専
売
政
策
　
幕
府
財
政
の
窮
乏

天
保
大
飢
饉

世
紀
前
半
（
幕
末
維
新
期
）

19

【江戸】
大倉喜八郎
安田善次郎
【京都】
小野善右衛門
古河市兵衛
【近江】
伊藤忠兵衛
【長州】
白石正市郎
藤田伝三郎
【土佐】
岩崎弥太郎
【鹿児島】
五代友厚

慶
喜
政
権
　
維
新
政
権

横
浜
　
神
戸

政
商

幕
藩
制
経
済
体
制（
三
都
〜
城
下
町
全
国
市
場
圏
）の
崩
壊

戊
辰
戦
争

資
本
制
経
済
体
制
へ
の
再
編
（
国
民
全
国
市
場
の
創
出
）

世
紀
後
半
（
近
世
中
期
）

18
【淡路→蝦夷地】
高田屋嘉兵衛

【紀州→蝦夷地】
栖原屋角兵衛

【加賀→蝦夷地】
銭屋五兵衛

田
沼
政
権

定
信
政
権
（
寛
政
改
革
）

在
郷
町

地
方
湊
町

御
用
商
人

株
仲
間
結
成
の
ピ
ー
ク

幕
府
財
政
・
諸
藩
財
政
の
窮
乏

天
明
大
飢
饉



北
上
川

北上川

旧
北
上
川

旧
北
上
川

金華山

牡鹿半島

田
代
島 網地島

石
巻
工
業
港

旧
武
山
家

日和山
神社と川港

中州

入
す
る
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
各
地
で

見
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
前
頁
の
図
表
は

時
期
ご
と
に
異
な
る
商
人
類
型
を
一
覧

に
し
た
も
の
で
す
。
現
代
に
も
残
る
商

人
た
ち
が
江
戸
後
期
に
輩
出
し
て
い
る

こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。

江
戸
や
大
坂
は
株
仲
間
に
よ
る
統
制

が
厳
し
く
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
新

規
参
入
が
難
し
い
地
域
で
し
た
。
で
す

か
ら
、
奥
州
の
産
物
は
江
戸
に
直
接
入

ら
ず
に
、
統
制
が
ほ
と
ん
ど
及
ば
な
い

神
奈
川
や
浦
賀
経
由
で
上
方
に
入
る
。

興
味
深
い
の
は
、
後
に
開
国
し
て
、
最

初
の
開
港
地
と
な
っ
た
兵
庫
や
横
浜
は
、

そ
う
し
た
新
興
市
場
圏
の
タ
ー
ミ
ナ
ル

と
し
て
機
能
し
て
い
た
所
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
の

新
た
な
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
開

港
地
が
選
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
何
も

な
い
寒
村
に
港
が
で
き
た
の
で
は
な
い

と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
、
新
潟
も
同

様
で
す
。

ち
な
み
に
、
尾
州
廻
船
が
浦
賀
で
下

ろ
し
た
荷
物
は
、
そ
こ
の
問
屋
が
買
い

取
り
ま
す
。
奥
州
の
船
荷
も
、
同
じ
問

屋
に
入
っ
て
く
る
。
そ
う
し
た
問
屋
が
、

江
戸
で
は
深
川
︵
江
東
区
︶
や
新
川

︵
中
央
区
︶
に
も
い
ま
し
た
が
、
強
い

統
制
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

開
国
を
経
て
明
治
時
代
に
な
る
と
、

そ
う
し
た
統
制
が
い
っ
た
ん
解
除
さ
れ

る
の
で
、
新
興
流
通
勢
力
が
江
戸
に
も

進
出
し
て
き
ま
す
。

8

港町石巻と船主武山家
宮城県石巻は北上川河口に位置し、ここ
から仙台藩の御穀米（藩米）が江戸に運ば
れていた。一時、江戸の消費米の三割が御
穀米といわれたほどで、盛時は多数の千石
船が港外に停泊していた。
また、北上川流域の物産も川船で石巻に
集まった。例えば三河・岡崎の八丁味噌カ
クキューの江戸後期の大豆仕入地に盛岡や
花巻の地名が見えるように、北上川舟運が
奥筋廻船とリンクする場でもあった。
その石巻で活躍した江戸から明治期にか
けての廻船主に武山家がある。数艘の千石
船を所有して活躍した廻船業（御穀米船主）
で、その後、金融業や醸造業を手広く営む
ようになった。武山家には1897年（明治
30）ごろに増築された母家の襖の下貼り
という形で、当時の証文や通帳が多数残さ
れていた。1979年（昭和54）に母家を改
築した際不要になった襖はそのまま保管さ
れ、古文書が発見されてからは石巻市の市
史編さん室によって、通し番号をつけて整
理されたという。
その膨大な数の史料は、現在、「石巻千
石船の会」事務局長でもある本間英一さん
（写真下）に受け継がれている。武山家七
代目の一郎（1864年、元治１生まれ）の
男子子孫が亡くなり名跡が途絶えたため、
四女ひでの嫁ぎ先である本間家が相続した
からである。英一さんは、ひでの孫。
この『武山六右衛門家文書』は、斎藤善
之さんが中心となって７年の歳月をかけ、
通算161回の勉強会を経て解読され、１冊
の本にまとめられた。（写真左下）
その文書を見ると、江戸や浦賀の商人に
宛てた受取状や書状も多く見られ、石巻と
江戸のつながりの強さが垣間見えるものと
なっている。しかも、そこに書かれた江戸
の商人には、越後屋（現・三越）、山本嘉
兵衛（現・山本山）など、今に続く老舗の
名前もあり、歴史の空白を埋める大変貴重
な史料である。

上：旧北上川の流れからは、かつての石巻港の賑わいをうかがい知ることはできない。
正面に見えるこんもりとした森は日和山。
下右：タイル張りの百貨店「観慶丸」は、現在は瀬戸物屋。店名は武山家の持ち船にあ
やかっている。下左：道を一本入ったかつての旧河岸に、今も営業を続けている山形屋
の醸造蔵（醤油）。山形屋には、武山家からも嫁に行き、縁戚関係という。

武山家（現・本間家）
の蔵。ここに右のよう
な古文書が保管されて
いる。この受取状は観
慶丸船主である武山家
の当主に発行されたも
のだ。

覚
四
〆

一
六
拾
匁
也
　
芦
久
保

弐
百
五
拾
目

拾
六

此
金
壱
両
也

右
之
通
り

慥
ニ

受
取
申
候

戌
五
月
廿
五
日

山
本
嘉
兵
衛

印

江
戸
日
本
橋
通
弐
丁
目

︿
ヤ
マ
嘉
﹀
御
茶
所

藤
七

観
慶
丸
旦
那
様



サ
ー
ビ
ス
空
間
と
し
て
の
港
湾

こ
の
よ
う
な
商
い
を
担
っ
た
人
々
に

よ
っ
て
、
船
と
陸
、
モ
ノ
と
情
報
が
行

き
交
っ
た
場
が
港
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

で
は
港
と
い
う
場
で
は
、
荷
の
扱
い
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
業
務
が
発
生
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
船
が
港
の
口
に
着
く
と
、
曳

き
船
が
港
内
ま
で
引
っ
ぱ
っ
て
き
ま
す
。

船
乗
り
た
ち
の
世
話
、
積
み
荷
を
降
ろ

す
か
否
か
、
船
体
の
修
繕
の
有
無
な
ど
、

港
と
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を

供
給
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

窓
口
と
な
る
の
が
廻
船
問
屋
で
す
。
た

だ
廻
船
問
屋
は
そ
れ
ら
の
世
話
を
す
る

ば
か
り
で
な
く
代
理
店
の
よ
う
な
役
割

も
果
た
し
て
い
ま
し
た
。
船
乗
り
が
手

紙
を
出
し
た
け
れ
ば
飛
脚
に
取
り
次
ぐ

し
、
入
出
港
に
関
す
る
役
所
へ
の
届
け

を
代
行
し
た
り
し
ま
し
た
。
祈
願
行
為

の
代
行
も
し
、
航
海
安
全
を
願
い
、
代

参
す
る
こ
と
ま
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。

積
み
荷
に
つ
い
て
も
、
相
場
を
教
え

る
だ
け
で
な
く
、
す
ぐ
売
り
た
い
の
か
、

値
が
上
が
る
ま
で
蔵
に
置
い
て
か
ら
売

り
た
い
の
か
、
売
り
先
が
決
ま
っ
て
い

て
手
数
料
だ
け
と
っ
て
そ
れ
を
仲
介
す

る
の
か
、
船
側
の
希
望
に
応
え
ま
す
。

ま
た
、
病
気
に
な
っ
た
水
主

か
こ

の
手
当
を

し
た
り
、
補
充
を
し
た
り
と
い
う
口
利

き
も
し
た
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
が
あ
っ
て
船

9 全国市場を支えた船・商人・港

右：川港を見下ろす山の麓には大嶋神社が祀られ
ており、立派な鳥居と常夜灯があった。
上：常夜灯の設置は、入港船が行なう場合も多い
ので、刻まれている名前や肩書き、建設年が大切
な情報となる。連ねられている名前が株仲間の可
能性もある。常夜灯だけではなく、手水の石桶の
裏などにも必ず文字が刻まれているから見逃せな
い。まち歩きは楽しい。古文書だけではなく、ま
ち並みからも歴史の断片が読み取れる。
左：千石船の廃材再利用が見られる住宅の壁。船
主や商人など、船にかかわりのあった家の証を現
代に伝えてくれる。再利用とはいっても、ゆうに
100年はもつ、しっかりした材料である。

上：日和山から上流に向
けて、石巻港を臨む。中
央の中瀬には今も造船所
があった。
右：石巻港中瀬の上流に
ある川港。写真の右端に、
中瀬にかかる橋が見える。
左：川港のところどころ
に残る石積みの雁木。護
岸工事で近く消えてしま
うそうだ。



和船建造技術を伝える
船大工棟梁、新沼留之進さん

現在、実物大の和船を復元できる棟梁としては、
日本で唯一人ではないかといわれている新沼留之
進さんは、大船渡市在住の船大工の棟梁だ。
これまで手がけた船は、気仙丸（1991年、岩手
県大船渡市、350石）、浪華（なにわ）丸（1999年、
大阪府大阪市、1000石）、みちのく丸（2005年、
青森県青森市、1000石）などで、和船の復元をす
るといえば必ず声がかかる棟梁である。
新沼棟梁は1930年（昭和5）に大船渡で生まれ
た。第二次世界大戦の最中に大工になり、鋼材が
不足していたため木で輸送船がつくられていたと
ころから木造船の世界に入った。戦時標準型とい
い300tぐらい、つまり千石船二杯分ほどの大きさ
の船を、三井木船大船渡工場でつくったという。
戦後も、ずっと木造船をつくってきたが、まわ
りは鉄鋼船からFRP船になり、だんだん木造でや
る船大工はいなくなっていった。
しかし新沼棟梁は、20年以上前から

「やがては、こういう北前船を復元しようという
時が必ずくる」
と信じていたそうだ。北前船を復元させて、世
の中の視線を和船にクローズアップさせてみよう、
という野心があったという。その間は、FRPの船
型づくりで生活を支えていた。
最初に手がけたのが気仙丸。「三陸海の博覧会」

（1992年）で何か人目を惹くものを、ということ
になり、新沼棟梁は
「これからは自然エネルギーの活用が必要なんだ。
陸上物流よりも海上物流のほうがはるかに少ない
エネルギーでモノを運ぶことができる。
しかも自然の風を利用してモノを運ぶというの

は、非常に合理的。これからは先人の知恵を活か
して、海の輸送体系を考えたらどうだろう」
と提案した。友人の東海新報（大船渡市の地元
新聞）編集長らの後押しもあって、実現できるこ
とになったが、一緒にやろうと声をかけた大工仲
間たちも、「できるはずがない」と最初は半信半
疑だったという。
気仙丸が1年で完成できたのは、それまでの間
に新沼棟梁が復元を意識して研究したり、資料を
集めたりしていたお蔭だ。三井木船での体験も、
大いに役立ったという。
新沼棟梁がもっとも腐心するのは、なんと言っ
ても船の安全性。「船底勾配」とか、長さに対す
る船幅の割合とか、そういった基本的なものを自
分なりに考えたり調べておかなければ、本当の意
味で安全性に得心できない。
気仙丸が完成し、船下ろしを終えて帆走にも成
功したことに、多くの人が驚いた。「まだ、和船
の大型木造船をつくれる棟梁がいる」ということ
が、徐々に広まり、佐渡の白山丸、大阪の浪華丸、
青森のみちのく丸へとつながっていった。特に
「みちのく北方漁船博物館財団」が所有するみち
のく丸の製造は、船大工の後継者育成の意味合い
もあるといわれている。
新沼棟梁によれば、

「三陸沿岸は気象条件が厳しいんです。岩礁が多
いし、霧がかかる。そのためには、堅牢につくる
ことを心掛けています。材料はふんだんにあるし、
昔から人件費が安いから、材料に金をかけて堅牢
につくるというのが、こちらの考え方」
船というのは、150から200ｔもの重量物を積ん
で波の上を移動するわけだから、陸上の構造物と
違って船体に非常な破壊力が加わる。しかも、悪
天候になると、相当な波浪の衝撃や風圧もかかる。
そういう破壊力に耐える強度を持たせなければい
けない。

しかし、新沼棟梁はただ昔の工法をなぞってい
るだけではない。みちのく丸の厚さ15cmの外板
をはぎ合わせる釘は、1尺2寸の縫い釘。その縫い
釘をつくるにも、今では鍛冶屋さんの手間がかか
り、値段も高くつく。そこで、市販の直径15mm
のスクリューネジで締めれば同等の強度が得られ
ることを確信して、代用した。
復元に必要なのは、船大工の技術だけではない。
木造船に適した材木の入手が不可欠となる。みち
のく丸にはさまざまな材種の木材が適材適所に使
われている。一番力がかかるような箇所には、固
くて丈夫な材料を使う。滑車の心棒には、長持ち
して、割れにくい樫。まさに適材適所の知恵であ
る。
帆柱をとった後の辺材も使う。見た目に目立つ
所には、「見栄えがいいな」と思う辺材の木目が
きれいな所を利用する。できるだけ材料を無駄に
しないように辺材の利用も考えているそうだ。
意外なことに、船は海水に浸かっている部分は
比較的長持ちするという。しかし、海水から露出
した部分は雨水に当たって傷みが早い。雨水は細
菌が繁殖しやすいため、木が腐りやすいのだそう
だ。
そのため和船は、だいたい7年で大作事をする
ということになっているのだが、寿命としては20
年が目安じゃないか、ということである。
寿命を迎えた和船の材は、昔は使える所は船に
再利用され、陸に上がって住居の一部（舟板塀な
ど）に使われることも多かった。
「模型は度々つくっているけれど、あんなものは
おもちゃだから実際には役に立たない」
と言う新沼棟梁。ただの飾り物ではなく、荒海
に出て行っても航海できる本物の船の復元に、新
沼棟梁は職人としての誇りをかけている。

は
動
く
わ
け
で
す
が
、
廻
船
問
屋
の
も

と
に
組
織
化
さ
れ
た
港
の
機
能
と
し
て
、

そ
れ
が
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

常
夜
灯
や
日
和
山
の
整
備
な
ど
は
、

お
そ
ら
く
そ
う
し
た
廻
船
問
屋
が
主
導

し
て
お
こ
な
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
江

戸
時
代
は
現
在
以
上
に
受
益
者
負
担
の

社
会
で
し
た
。
入
港
船
か
ら
廻
船
問
屋

が
金
を
取
っ
て
、
そ
れ
を
仲
間
組
織
で

相
談
し
分
配
し
た
ん
で
し
ょ
う
。

現
段
階
で
は
、
こ
の
程
度
ま
で
は
わ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
港
の
具
体
的
な
営

み
に
つ
い
て
は
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い

こ
と
も
多
い
の
が
現
状
で
す
。

奥
筋
廻
船
の
三
タ
イ
プ

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
少
な
く
と
も

江
戸
時
代
後
期
、
18
世
紀
か
ら
19
世
紀

に
は
、
港
湾
と
い
う
の
は
舟
運
と
商
い

が
相
互
に
支
え
合
う
こ
と
に
よ
り
、
全

国
の
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
が
、
庶
民
レ
ベ

ル
に
ま
で
流
通
す
る
と
い
う
﹁
市
場
の

構
造
﹂
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
、
舟
運
の
こ
と
を
考
え
る
こ

と
は
、
そ
う
し
た
港
町
を
つ
く
っ
た
商

人
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
も
い
え
ま

す
。奥

筋
廻
船
に
限
っ
て
み
て
も
、
船
主

と
な
る
商
人
に
は
３
つ
の
タ
イ
プ
が
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
１
つ
は

﹁
御
穀
船
﹂
と
い
わ
れ
る
船
を
扱
っ
て

い
た
商
人
で
、
仙
台
藩
の
藩
米
な
ど
を

運
ぶ
も
の
で
、
領
主
の
規
制
を
受
け
る

代
わ
り
に
保
護
も
受
け
る
。
70
〜
80
艘

は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
主
任
務

は
石
巻
か
ら
江
戸
に
米
を
運
び
、
帰
り

は
藩
の
求
め
て
い
た
商
品
を
運
ん
で
仙

台
藩
の
経
済
を
支
え
て
い
ま
し
た
。

２
つ
め
が
、
純
然
と
輸
送
に
特
化
し

た
商
人
・
船
主
で
す
。
生
産
物
が
集
ま

っ
て
く
る
都
市
に
拠
点
を
持
つ
商
人
で

す
。
後
ほ
ど
紹
介
す
る
石
巻
の
武
山
家

は
、
そ
う
し
た
例
の
ひ
と
つ
で
す
。

越
前
の
右
近
家
や
、
石
巻
の
平
塚
家

な
ど
も
そ
う
で
、
平
塚
八
太
夫
は
右
近

家
と
同
じ
よ
う
な
軌
跡
を
辿
り
ま
す
。

買
積
み
商
い
を
し
て
、
東
蝦
夷
地
の
鮭

を
買
い
、
関
東
に
持
っ
て
き
て
売
る
。

東
の
北
前
船
と
も
い
え
る
存
在
で
す
。

※
買
積
み
方
式
と
運
賃
積
み
方
式：

菱
垣
廻
船
や
樽

廻
船
が
、
積
荷
を
運
ん
で
所
定
の
運
賃
を
受
け
取
る

「
運
賃
積
」
方
式
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
北
前

船
や
尾
州
廻
船
な
ど
は
、
船
側
が
積
荷
を
自
己
商
品

と
し
て
買
い
取
り
、
そ
れ
を
高
く
売
れ
る
所
に
自
由

に
輸
送
し
て
売
買
差
益
を
採
用
し
て
い
た
。
そ
の
方

式
を
「
買
積
」
方
式
と
い
う
。

３
つ
め
が
、
次
に
紹
介
す
る
千
田

ち
だ

家

︵
大
船
渡
︶
で
、
生
産
者
が
船
主
を
兼

ね
て
い
る
タ
イ
プ
で
す
。
現
地
生
産
し

て
い
る
海
産
物
を
、
手
船
を
持
っ
て
売

り
込
み
に
行
く
と
こ
ろ
ま
で
担
っ
て
い

ま
し
た
。

千
田
家

岩
手
県
大
船
渡
市
三
陸
町
綾
里

り
ょ
う
り

に
今

10



ぐ
に
傷
ん
で
し
ま
う
。
新
鮮
な
ま
ま
運

ぶ
流
通
手
段
が
な
く
、
保
存
技
術
も
塩

ウ
ニ
ぐ
ら
い
で
し
た
が
、
ま
ず
い
た
め

に
需
要
が
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
中
で
、
鰹
製
品
は
塩
を
大
量
に

使
っ
て
塩
鰹
に
し
て
、
塩
辛
い
鰹
の
半

生
利
節
み
た
い
な
も
の
が
素
朴
な
加
工

と
し
て
、
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
諸
製
品
が
、
お
そ
ら
く
千

田
家
の
江
戸
中
期
の
経
営
を
支
え
た
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
捕
っ
た
ら
す
ぐ

加
工
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
浜

周
辺
で
全
部
加
工
し
て
い
た
は
ず
で
す
。

山
が
迫
っ
て
い
る
土
地
柄
な
の
で
耕
地

は
少
な
く
、
漁
業
生
産
以
外
に
は
山
仕

事
を
主
と
し
て
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
一
番
重
要
だ
っ
た
の
は
、
そ

れ
ら
の
生
産
物
を
江
戸
に
持
っ
て
行
く

運
輸
業
で
す
。
千
石
船
を
何
艘
保
有
し

て
い
た
か
は
時
期
に
よ
っ
て
も
違
う
し
、

ま
だ
特
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
自
己
所
有

船
を
持
ち
、
乗
組
員
を
育
成
し
て
船
頭

や
水
主
を
任
せ
、
江
戸
に
運
ん
で
い
た

の
で
す
。

つ
ま
り
、
自
分
で
生
産
し
た
も
の
を

運
ぶ
た
め
に
手
船
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
以
上
の
荷
物
を
運
ぶ
た
め
に
運
送
業

に
乗
り
出
し
た
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
か

ら
の
研
究
課
題
で
す
。
現
在
残
る
千
田

家
の
資
本
の
つ
く
ら
れ
方
か
ら
見
て
、

多
少
は
周
辺
の
荷
を
集
め
て
出
荷
し
て

い
る
で
し
ょ
う
が
、
例
え
ば
蝦
夷
地
に

行
っ
て
海
産
物
な
ど
を
買
い
つ
け
て
、

そ
れ
を
江
戸
に
運
ぶ
と
い
う
輸
送
業
へ

進
出
し
た
痕
跡
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
つ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
千
田
家
は
、
も
っ

と
地
元
密
着
型
の
生
業
発
展
を
し
た
地

域
型
商
人
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

こ
れ
と
違
う
の
は
、
先
ほ
ど
第
二
類

型
と
し
て
挙
げ
た
石
巻
の
武
山
家
で
す
。

武
山
家
は
生
産
と
は
離
れ
た
輸
送
業
者

型
で
す
。
こ
の
た
め
、
地
元
の
生
産
過

程
に
密
着
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
荷

物
を
中
継
す
れ
ば
よ
い
問
屋
型
な
の
で

す
。
し
か
し
千
田
家
は
生
産
過
程
を
丸

抱
え
し
て
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。

だ
か
ら
、
自
身
が
社
会
的
資
本
と
技
術

を
抱
え
込
む
形
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
も
、
そ
の
た
め
人
々
を
ま
と
め

あ
げ
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
こ
で
信
仰

的
な
拠
り
所
も
担
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

千
田
家
に
残
さ
れ
た
御
堂
は
大
変
立
派

な
も
の
で
、
海
に
命
を
預
け
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
水
主
だ
け
で
な
く
、
命
運
を

か
け
て
い
た
千
田
家
自
身
の
精
神
的
よ

す
が
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難

く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
武
山
家
で
は
、
そ

う
い
う
機
能
は
港
町
の
神
社
仏
閣
が
果

た
す
の
で
、
自
ら
の
屋
敷
に
そ
こ
ま
で

は
抱
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

千
田
家
と
綾
里
港

石
巻
と
比
べ
て
、
綾
里
は
入
り
江
で
、

河
口
で
も
な
い
し
広
い
後
背
地
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
沖
を

通
る
船
は
来
る
と
し
て
も
、
風
待
ち
で
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も
残
る
千
田
家
の
現
当
主
は
、
千
田

基
久
兵
衛

き

く

べ

え

さ
ん
。
千
田
家
は
、
江
戸
時

代
に
は
廻
船
交
易
で
大
き
な
財
を
な
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
古
文
書
を
、
私
た

ち
が
組
織
し
た
﹁
三
陸
古
文
書
調
査
研

究
会
﹂
で
一
つ
ひ
と
つ
整
理
し
、
目
録

を
つ
く
り
始
め
て
い
ま
す
。
︵
編
集
部

注：

東
京
農
工
大
学
助
教
授
、
高
橋
美

貴
さ
ん
︿
次
項
参
照
﹀
が
代
表
を
務
め

て
い
る
︶

こ
の
千
田
家
の
生
業
は
、
網
元
と
し

て
の
漁
業
生
産
で
し
た
。
ど
れ
ぐ
ら
い

人
を
使
っ
て
い
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
自
分
の
浜
に
住
ん
で
い
る
賃
稼
ぎ

労
働
者
を
浜
子

は
ま
こ

と
し
て
雇
用
し
て
い
ま

し
た
。
主
に
は
鰹

か
つ
お

漁
で
す
が
、
鮪

ま
ぐ
ろ

漁
、

鰯
い
わ
し

漁
も
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

ほ
か
に
は
鮑

あ
わ
び

、
ウ
ニ
、
昆
布
、
ワ
カ
メ

と
い
っ
た
磯
漁
も
行
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
で
も
、
今
と
違
っ
て
、
そ
れ
ら

が
豊
富
に
あ
る
こ
と
と
、
商
品
に
で
き

る
か
は
別
問
題
で
す
。
特
に
ウ
ニ
は
た

く
さ
ん
捕
れ
て
も
、
生
の
ま
ま
だ
と
す

上：復元された千石船「気仙丸」の板図。昔の設計図はこ
のようなもので、細部は棟梁の頭の中にあったという。
右上：新沼棟梁がつくった「若宮丸」の模型。右ページの
アップを見ればわかるとおり、芸術品の域を越えた出来栄
え。自宅のデスクや袖引出しも棟梁の手によるもの。ヨー
ロッパでは古くから、船内家具づくりへの評価は非常に高
い。衝撃に耐え得る強度を持つだけでなく、揺れたときに

も飛び出さない引出しや、身体をぶつけても怪我をしにく
いといった細かい配慮のある造作が求められるからだ。住
居に置く家具と、一線を画するのも当然だ。棟梁の工房に
はノミやカンナといった手道具だけではなく、電動工具が
並んでいたし、パソコンも使いこなしている。新沼棟梁の
向上心は、計り知れない。
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大船渡

大船渡の船主千田家

大船渡の千田家は、大船渡市三陸町砂子浜大家に
ある。リアス式海岸の谷・入り江奥に広がる大船渡
市中心部から、山を３つ程越えた岬の北側という千
田家の立地は、現代ではいかにも不便な印象を感じ
させる。
14代目の現当主・千田基久兵衛さんは1928年（昭
和3）生まれ。先代の基久兵衛さんの時代から、千田
家には研究者がよく訪ねてきたという。
「みなさん、大船渡から綾里駅（三陸鉄道南リアス線）
に来て、ここまで歩くんですよ。とても日帰りでき
ないから泊まっていかれました。父は、そうした先
生方と話し合うのを本当に楽しみにしていました」
と当時の思い出を語る。
綾里駅から大家までは、山肌にへばりつくような
くねくね道の山越えである。このような土地に、か
つて「砂子浜大家」と呼ばれ、自ら千石船を持ち、
江戸へも荷物を運んでいた豪商が存在していたので
ある。
なぜこの地に千田家は本拠を構えたのだろうか。
海産物を加工してすぐに大きな都市へ運び出すな
らば、漁場にもすぐ出られるこの場所はなかなか好
都合なのではないか。そのことは、前面に広がる海
を見て理解することができる。船さえあれば、八戸
や石巻、さらには那珂湊へのアプローチも良好だ。
その上、海産物の加工に必要な薪、あるいは船を修
理するのに必要な材木も後背の森林から入手できる。
それを裏づけるように、千田家の生業は海産物の生
産、流通だけではなく、林業も大きな柱となってい
る。
千田家は海産物の加工品を江戸などに出荷するこ
とで、江戸時代に勢力を増してきたと思われるのだ
が、昭和初期もまだ、その漁業生産は活発だったよ
うだ。
「私が小学校時代には、鮑を夜通し捕りました。今
はだめになったけれど」
とご当主が語る鮑は、「吉浜鮑」（キッピンアワビ）
の名で中国にも輸出されていたという。塩鰹や鮪節
も生産しており、ご当主が子どものころには、浜に

あ
っ
た
り
、
船
の
修
繕
や
水
や
食
料
の

補
給
、
乗
組
員
に
病
人
が
出
た
り
と
い

っ
た
問
題
が
出
た
た
め
に
寄
港
し
た
程

度
で
し
ょ
う
。

お
そ
ら
く
、
湾
口
に
近
づ
い
て
く
る

船
に
、
小
舟
を
出
し
て
近
寄
っ
て
い
き
、

﹁
曳
い
て
く
れ
﹂
と
言
わ
れ
れ
ば
縄
を

渡
し
曳
い
て
や
る
。
出
航
の
と
き
も
、

あ
る
程
度
沖
合
ま
で
曳
い
て
や
っ
て
そ

こ
で
帆
を
上
げ
る
。
そ
う
い
う
情
景
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

そ
う
い
う
点
で
、
綾
里
の
よ
う
に
外

海
に
開
け
て
ち
ょ
っ
と
入
り
江
に
な
っ

て
い
る
よ
う
な
所
は
寄
り
込
み
や
す
い
。

地
域
開
発
と
商
業

千
田
家
は
大
商
人
で
あ
り
大
漁
民
で

あ
り
、
地
域
の
行
政
官
で
も
あ
り
、
か

つ
自
ら
御
堂
を
建
て
て
袈
裟
を
着
て
お

経
を
あ
げ
る
宗
教
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。

周
囲
が
山
で
す
か
ら
、
す
べ
て
自
分
で

や
る
し
か
な
い
。
地
域
の
人
々
も
自
分

た
ち
の
生
存
を
託
し
、
そ
れ
を
保
証
し

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
名

望
家
の
自
覚
も
あ
る
。

だ
か
ら
、
天
明
の
大
飢
饉
と
天
保
の

大
飢
饉
の
と
き
、
つ
ま
り
近
世
三
大
飢

饉
の
後
半
２
回
、
千
田
家
は
地
域
の

人
々
の
生
存
を
保
証
し
て
い
ま
す
。
よ

そ
か
ら
米
を
買
っ
て
く
る
こ
と
ま
で
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
の
時
点
で
は
損
を

し
て
も
、
そ
こ
で
生
存
を
保
証
し
た
と

な
れ
ば
、
三
代
ぐ
ら
い
後
ま
で
地
元
民
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か
ら
の
忠
誠
や
労
働
奉
仕
を
受
け
ら
れ

る
し
、
一
蓮
托
生
の
関
係
を
強
め
ら
れ

ま
す
。
目
先
の
利
害
で
動
い
て
い
て
は
、

こ
の
世
界
で
は
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
世
界
を
つ
く
っ
た
か
ら
こ
そ
、

人
里
離
れ
た
地
で
資
源
を
う
ま
く
商
品

化
し
、
大
き
な
富
に
変
え
る
力
を
持
っ

た
の
で
す
。
こ
れ
が
地
域
名
望
家
的
な

家
の
姿
な
ん
で
す
。

そ
う
い
う
千
田
家
の
よ
う
な
存
在
は

各
地
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
東
北

に
は
特
に
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
東

北
は
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
す
か
ら
、
﹁
開

発
し
な
が
ら
生
存
し
て
い
く
﹂
と
い
う

課
題
を
か
な
り
後
ま
で
持
っ
て
い
ま
し

た
。と

こ
ろ
が
持
続
的
に
、
ま
た
自
己
完

結
的
に
地
域
資
源
を
生
か
し
て
い
く
と

い
う
技
術
を
、
現
代
人
は
失
い
か
け
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
千

田
家
の
よ
う
な
存
在
形
態
が
、
現
代
社

会
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思

い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
千
田
家
の
よ
う

な
存
在
が
つ
く
り
だ
し
た
生
産
と
物
流

の
場
が
、
江
戸
時
代
後
半
の
非
常
に
成

熟
し
た
江
戸
文
化
を
支
え
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
影
響
は
、
江
戸
の

庶
民
の
食
卓
に
ま
で
到
達
し
、
さ
ら
に

は
現
代
の
私
た
ち
に
ま
で
及
ん
で
い
る

の
で
す
。
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釜が設けられていたことを覚えているという。
「でも、網元というのは５年周期でみて、儲けと損がト
ントン。ともすると負債のほうが多くなってやめてしまい
ました」
と言うご当主の言葉からは、天候などの条件で漁獲高や
売値が安定しないという漁業生産の不確かさがうかがい知
れる。昭和に入ると、千田家は山林経営にほぼ専念するこ
とになる。
今も残る千田家の屋敷は、玄関をくぐると見事な造作で
ある。しかも屋敷内に浄土真宗の持仏堂があり、当主自ら
が袈裟を着てお務めをするという。当時、京都・東本願寺
まで木仏安置御免をいただきに行ったという記録も残って
いる。
まさに千田家がかつては綾里村の肝入を務め、明治以降
も大区長を務めるなど、この地に住む人々の行政・政治、
生業と商い、そして祭祀の中心者でもあったことを実感さ
せるものであった。
地元漁師を束ね、海産物を加工し、自らの船で遠方の市
場に持ち込んだ商人と港の痕跡が、ここには残っている。

浄土真宗の持仏堂の中は、実に
絢爛。しかし豪華なだけではな
く、長年の時を刻んでいても狂
いの出ない確かな造りだ。

蔵の中には未整理の文書が、ま
だたくさん眠っている。これか
ら整理・研究が進んで、さまざ
まな事実が解明されるのが楽し
みである。




