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大迫力のけんか山の山車が
常設されています！
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寄
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ッ
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富山県高岡市が誇る２つの「日本遺産」ストーリー
加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡 ― 人、技、心―
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高
岡
徒
然
道
中
記

市
北
部（
吉
久
・
伏
木
）

奈
良
時
代
に
は
国
府
が
置
か
れ
、江
戸
時
代
に
は
北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
、多
く
の
人
や

物
が
往
来
し
た
伏
木
の
ま
ち
。あ
ち
こ
ち
に
残
る
歴
史
の
痕
跡
と
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
に
、

会
い
に
来
て
み
ま
せ
ん
か
？
海
沿
い
を
走
る
氷
見
線
や
路
面
電
車
万
葉
線
か
ら
の
車
窓
を

楽
し
み
な
が
ら
の
移
動
も
、旅
を
盛
り
上
げ
て
く
れ
ま
す
よ
。

明治期築とされる町家を活かした
カフェ。飲み物・デザートのほか、
地元の旬野菜を中心とした、体に
優しいランチを提供する。

① さまのこ屋

高岡市吉久2-3-14
10～17時  月～水曜定休　
Tel. 0766-82-7113

伏木駅から徒歩すぐ。ごくごく飲
めてしまうスープに太麺が絡む、鶏
骨ラーメン（塩）が一番人気。夜は
居酒屋メニューも充実。

② PORTO

高岡市伏木古国府1-10
11時30分～14時、18～22時 月曜定休
Tel.0766-75-9286

国産の鬼胡桃にこだわって手作り
された「千代くるみ」は昭和天皇や
上皇天皇にも献上された銘菓。
季節の生菓子や干菓子も美しい。

③ こし村百味堂

高岡市伏木中央町3-50
9～18時　火曜定休
Tel.0766-44-0623

丁寧に作られたお菓子をリーズナ
ブルに。人気のシュークリームの
ほか、「如意渡しスイートポテト」、
「雨晴マドレーヌ」など。

⑤ モカ洋菓子店

高岡市伏木古国府7-14
8時30分～18時　火曜定休
Tel. 0766-44-0531

近郊の新鮮な魚の握り寿司や
豪華な巻き寿司を手ごろな価格で、
気さくなご主人との会話を楽しみ
ながら。昼は前日までに要予約。

④ なか川寿司

高岡市伏木錦町2-8
17～21時　月曜定休
Tel.0766-44-0793

無添加の弁当・飲み物などを提供
する「にじのこや」とガラス作品の
工房・ショップ「アポロ」が入る
コンテナショップ村。

⑥ ふしき坂ノ上ヴィレッヂ

高岡市伏木古国府12-8
11～18時（土・日・祝日は10時～）木曜定休　
Tel. 080-4643-6164（にじのこや）

窓からの海や立山連峰の眺めが美
しいイタリアンの店。人気の渡り
蟹のトマトクリームパスタほか、
季節限定メニューなど種類豊富。

⑦ DOCG

高岡市伏木国分2-4-1
11時30分～14時30分、17時30分～21時
月曜・第３火曜定休　Tel.0766-44-2757

メタケイ酸を豊富に含む天然温泉
やサウナ、岩盤浴のある入浴施設。
好天の日は立山連峰からの日の出
を見ながらの朝風呂もおすすめ。

⑧ 越乃庭

高岡市伏木国分2-5-25
5時30分～８時、10～23時（日曜は通し営業）　
年中無休　Tel.0766-44-7739

海に面した露天風呂からの眺望
や、季節に応じた新鮮な食材を
用いた会席料理などが自慢の温泉
旅館。日帰りプランも予約可。

⑩ 雨晴温泉 磯はなび

高岡市太田88-1
9～21時（予約受付）
Tel.0766-44-6161（予約専用）

オーシャンビューで寛げるカフェ、
こだわりのクラフトや地元産品を
揃える土産店、展望デッキ等。雨晴
海岸の絶景を楽しむならここ。

⑨ 道の駅 雨晴

高岡市太田24-74
9～19時　年中無休
Tel.0766-53-5661
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車でのアクセス（高岡ICまで）

一宮
JCT

名神高速 東海北陸自動車道

約6時間

東京首都圏から
長岡JCT経由

約5時間30分
藤岡JCT・上越JCT経由

約2時間30分
東海北陸自動車道経由
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ライバルはご先祖様。
高岡の繁栄につながる、２つの物語。

加賀前田家二代当主

TOSHINAGA MAEDA
前田利長

4
7
3
首
の
う
ち
、な
ん
と
、2
2
3
首
が

越
中
で
の
赴
任
中
に
詠
ん
だ
も
の
。元
号

の
令
和
の
元
に
な
っ
た「
梅
花
の
宴
」を

開
い
た
の
は
、家
持
の
父
の
大
伴
旅
人
。

旅
人
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
育
っ
た

家
持
が
、越
中
の
美
し
い
自
然
に
出
会
い
、

歌
人
と
し
て
一
気
に
成
長
し
て
い
っ
た
。

ま
さ
に
、高
岡
市
伏
木
は
、万
葉
集
と

令
和
の
ゆ
か
り
の
地
な
の
じ
ゃ
な
。

　

の
ち
に
み
な
と
町
と
し
て
栄
え
た

高
岡
市
伏
木
は
、能
登
半
島
に
包
み

込
ま
れ
た
富
山
湾
に
面
し
た
地
。一
級
河
川

で
あ
る
小
矢
部
川
と
庄
川
の
ふ
た
つ
の

川
の
河
口
に
あ
り
、上
流
の
砺
波
地
方
は

加
賀
藩
最
大
の
穀
倉
地
帯
。江
戸
時
代

に
は
米
を
は
じ
め
、
様
々
な
産
物
が

集
ま
っ
て
き
た
加
賀
藩
の
重
要
な
港

じ
ゃ
。川
や
海
に
は
、大
小
の
船
が
行
き

交
い
、や
が
て
、北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て

発
展
し
た
の
じ
ゃ
。

　

こ
の
高
岡
発
瓦
版
は
、高
岡
の
魅
力
の

謎
を
解
き
明
か
す「
２
つ
の
物
語
」が

中
心
に
な
っ
て
お
る
。と
い
う
の
も
、こ
の

２
つ
の
物
語
が
文
化
庁
の「
日
本
遺
産
」

ス
ト
ー
リ
ー
に
認
定
さ
れ
て
お
る
の

じ
ゃ
。な
ん
と
も
名
誉
な
こ
と
じ
ゃ
の
。

わ
し
や
三
代
の
利
常
亡
き
後
も
そ
の

魂
を
受
け
継
ぎ
、高
岡
の
繁
栄
の
た
め
に

尽
力
し
た
町
民
や
職
人
た
ち
の
物
語
を
、

と
く
と
ご
覧
あ
れ
。

　

わ
し
は
慶
長
14
年(

1
6
0
9
年)

、

こ
の
地
に
高
岡
城
を
築
き
、高
岡
の
ま
ち
を

つ
く
っ
た
加
賀
前
田
家
二
代
当
主
の
前
田

利
長
じ
ゃ
。前
田
家
は
徳
川
家
も
恐
れ
る

最
大
の
石
高
を
誇
る
大
名
じ
ゃ
ぞ
。い
ま

で
は
北
陸
新
幹
線
で
東
京
と
高
岡
間
は

約
３
時
間
。気
軽
に
行
き
来
で
き
る
、い
い

時
代
に
な
っ
た
の
う
。

　

さ
て
、わ
し
は
高
岡
を
開
町
し
た
際
に
、

各
地
か
ら
多
く
の
商
人
・
職
人
ら
を
呼
び

寄
せ
、様
々
な
特
権
を
与
え
た
の
じ
ゃ
。

彼
ら
の
奮
闘
に
よ
り
の
ち
に
高
岡
は「
加
賀
藩

の
台
所
」と
い
え
る
ほ
ど
の
商
工
都
市
に

発
展
し
て
い
く
の
じ
ゃ
。特
に
７
人
の
腕
利
き

の
鋳
物
師
を
呼
び
寄
せ
て
開
業
さ
せ
た

こ
と
が
高
岡
の
産
業
の
始
ま
り
な
ん
じ
ゃ
。

現
在
も
、高
岡
は
全
国
の
銅
器
生
産
の

ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
を
誇
っ
て
お
る
が
、伝
統
的

で
あ
り
な
が
ら
新
し
い
価
値
を
も
っ
た

鋳
物
製
品
を
次
々
に
世
に
送
り
出
す

高
岡
は
、も
の
づ
く
り
の
ま
ち
と
し
て
、

世
界
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
じ
ゃ
。

　

高
岡
に
は
、国
宝
を
は
じ
め
と
す
る

文
化
財
は
も
ち
ろ
ん
、当
時
の
ま
ま
の

町
並
み
も
多
く
残
さ
れ
て
お
る
。澄
ん
だ

空
気
に
包
ま
れ
て
歩
き
、人
々
と
触
れ

合
い
、工
芸
体
験
な
ど
を
し
て
み
る
と
、

ま
ち
の
誇
り
も
営
み
も
、決
し
て
過
去
の

も
の
で
な
く
、い
ま
も
い
き
い
き
と
受
け

継
が
れ
て
い
る
の
を
実
感
で
き
る
は
ず

じ
ゃ
。お
腹
が
す
い
た
ら
一
年
中
豊
富
な

海
の
幸
を
た
っ
ぷ
り
と
。四
季
折
々
の

伝
統
的
な
祭
り
に
触
れ
る
の
も
、富
山
湾

越
し
に
雄
大
な
立
山
連
峰
を
眺
め
る

の
も
、癒
し
の
効
果
絶
大
じ
ゃ
よ
。

　

そ
う
そ
う
、日
本
海
側
の
真
ん
中
の

位
置
に
あ
り
、北
前
船
で
大
い
に
栄
え
た

み
な
と
町
、高
岡
市
伏
木
の
こ
と
も
紹
介

し
よ
う
。伏
木
は
古
く
は
奈
良
時
代
、

大
伴
家
持
が
天
平
18
年(

7
4
6
年)

か
ら

５
年
間
、越
中
の
国
守
と
し
て
赴
任
し
た

由
緒
あ
る
と
こ
ろ
。国
府
、つ
ま
り
、県
庁

所
在
地
じ
ゃ
っ
た
。万
葉
集
の
家
持
の
歌

　

高
岡
は
開
町
以
来
、
順
調
に
発
展
し
た

ま
ち
で
は
な
く
、
じ
つ
は
当
初
か
ら
波
乱

万
丈
の
運
命
が
待
ち
受
け
て
い
ま
し
た
。

　

開
町
か
ら
５
年
後
に
は
城
主
の
前
田

利
長
が
亡
く
な
り
、
さ
ら
に
、そ
の
１
年
後

に
は
江
戸
幕
府
の
一
国
一
城
令
に
よ
っ
て

高
岡
城
が
廃
城
に
な
る
な
ど
、城
下
町
・

高
岡
は
、
大
き
な
存
続
の
危
機
に
直
面
し

ま
す
。し
か
し
、
利
長
の
高
岡
へ
の
思
い
を

受
け
継
い
だ
前
田
家
三
代
当
主
・
利
常
は
、

町
民
の
他
所
転
出
を
禁
じ
、物
資
の
集
積
地

を
整
備
す
る
な
ど
、
次
々
と
産
業
育
成
策

を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
や
が
て
、
高
岡
は

「
加
賀
藩
の
台
所
」と
し
て
飛
躍
的
に
発
展

し
て
い
き
ま
す
。
武
士
で
は
な
く
、
町
民
が

主
役
の
ま
ち
と
な
り
、
今
日
の
礎
を
築
い

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

平
成
27
年
４
月
に
は
、
文
化
庁
が

認
定
す
る「
日
本
遺
産
」に
、
高
岡
市
が

提
案
す
る
ス
ト
ー
リ
ー「
加
賀
前
田
家

ゆ
か
り
の
町
民
文
化
が
花
咲
く
ま
ち
高
岡 
―

人
、
技
、
心 ―

 

」が
、
全
国
18
件
の

う
ち
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

利
長
が
高
岡
を
開
町
し
、
多
く
の
先
人

た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
花
ひ
ら
い
た
町
民

文
化
。
そ
れ
ら
の
伝
統
は
決
し
て
過
去
の

も
の
で
は
な
く
、い
ま
も
高
岡
の
人
々
の

日
々
の
暮
ら
し
や
心
の
な
か
に
深
く
根
を

お
ろ
し
、
輝
い
て
い
ま
す
。
困
難
を
乗
り

越
え
、
時
代
を
切
り
開
い
た
人
々
の
熱
い

物
語
を
、さ
ぁ
、
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

↓【
詳
細
は
頁
04
へ
】

ま
ず
は
私
が
、

ま
ち
の
成
り
立
ち
を

案
内
し
よ
う
。

富山県内唯一の国宝・瑞龍寺は、前田利長の菩提寺で、三代
当主・利常が建てた曹洞宗の寺院。

前田利長が開いた金屋町は高岡鋳物発祥の地。石畳と
さまのこ（千本格子）が美しい伝統的な町並み。

高岡御車山祭では、“動く美術館”と呼ばれる豪華絢爛な
７基の山車が、優雅な囃子とともにまちを練り歩く。

加
賀
前
田
家
ゆ
か
り
の

町
民
文
化
が
花
咲
く
ま
ち

高
岡  ―

人
、技
、心―

物 語
1

物 語
2

　

江
戸
時
代
の
海
上
交
通
は
経
済
の

大
動
脈
。
中
で
も
日
本
一
の
米
市
場
の

大
阪
と
海
産
物
が
豊
か
な
北
海
道
を
往
復

し
た
北
前
船
は
花
形
航
路
で
し
た
。
伏
木

に
寄
港
す
る
北
前
船
が
増
え
て
い
く
と
、

船
宿
、商
店
、倉
庫
業
の
店
な
ど
が
集
ま
り
、

ま
ち
は
大
い
に
繁
栄
し
ま
す
。
次
第
に

伏
木
や
高
岡
で
も
船
を
持
つ
船
主
が

増
え
、
最
盛
期
に
は
大
小
、
30
軒
ほ
ど
の

廻
船
問
屋
が
あ
り
ま
し
た
。

　

北
前
船
で
１
往
復
１
億
円
と
も
言
わ
れ
る

莫
大
な
利
益
を
手
に
し
た
船
主
た
ち
で
す

が
、
明
治
時
代
に
は
蒸
気
船
や
鉄
道
が

登
場
し
、北
前
船
の
時
代
は
徐
々
に
終
焉
へ
。

し
か
し
船
主
た
ち
は
実
業
家
や
政
治
家
に

転
身
。藤
井
能
三
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

伏
木
港
や
ま
ち
の
近
代
化
に
私
財
を

投
じ
て
尽
力
し
ま
し
た
。

  

平
成
29
年
４
月
に
文
化
庁
か
ら
日
本
遺
産

の
認
定
を
受
け
た
物
語「
荒
波
を
越
え
た

男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空
間
〜
北
前
船

寄
港
地
・
船
主
集
落
〜
」に
、
平
成
30
年

５
月
、
高
岡
市
内
の
文
化
財
が
追
加
認
定

さ
れ
ま
し
た
。

↓【
詳
細
は
頁
06
へ
】

荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の

夢
が
紡
い
だ
異
空
間

〜
北
前
船
寄
港
地・船
主
集
落
〜

大伴家持が国守として赴任した越中国庁は、現在の勝興寺
周辺にあったと考えられ、境内には家持の歌碑も。

奈良時代～

雲龍山勝興寺は文明3年に砺波郡土山で創建、その後
現在地へ。本堂などが国の重要文化財に指定されている 。

桃山時代～

高岡市伏木気象資料館（旧伏木測候所）は国の登録有形
文化財で、明治16年に廻船問屋の藤井能三らが建設。

明治時代～ 高岡市とは

富山県

富山県西部の中心のまち、高岡市。人口は

約170,000人。北陸を代表する穀倉地帯を背景

に、北は富山湾に面し、雨晴海岸からは立山

連峰の大パノラマが望める、自然環境に恵ま

れた商工業都市です。

伏木地区

中心市街地

福岡地区

日本遺産は、文化財などを

活用して、地域の歴史的魅力や

特色を物語として国内外に

発信し、地域活性化を図る取り

組みです。単体の文化財では

なく、それらをつなぐ物語が重視

されているのがポイント。高岡市

の物語を含む、全国の104の

物語が日本遺産に認定されて

います。

日本遺産とは？
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日
本
遺
産

「
加
賀
前
田
家
ゆ
か
り
の

　町
民
文
化
が
花
咲
く
ま
ち
高
岡

―
人
、技
、心―

」

　

高
岡
は
北
陸
を
代
表
す
る
米
ど
こ
ろ

と
し
て
知
ら
れ
る
砺
波
平
野
、射
水
平
野

を
背
後
に
控
え
、北
は
富
山
湾
に
面
し
、

雨
晴
海
岸
か
ら
は
海
越
し
に
３
０
０
０

メ
ー
ト
ル
級
の
立
山
連
峰
を
望
む
こ
と
が

で
き
る
、豊
か
な
自
然
や
食
に
恵
ま
れ
た

と
こ
ろ
で
す
。古
く
は
旧
石
器
時
代
ま
で

遡
る
人
々
の
営
み
が
あ
り
ま
し
た
。

　

現
在
の
高
岡
の
基
盤
は
、近
世
初
期
に

形
成
さ
れ
ま
し
た
。加
賀
前
田
家
二
代

当
主
の
前
田
利
長
は
、若
き
頃
に
山
城

(

守
山
城)

か
ら
俯
瞰
し
、こ
の
高
岡
の
地
が

要
害
と
し
て
の
軍
事
的
な
機
能
だ
け
で

な
く
、水
陸
交
通
の
要
衝
と
し
て
経
済
的
な

機
能
を
合
わ
せ
持
つ
理
想
的
な
地
で

あ
る
と
見
抜
い
た
と
さ
れ
ま
す
。そ
し
て
、

慶
長
14
年(

１
６
０
９)

に
、高
岡
城
を

築
城
し
ま
し
た
。利
長
は
こ
の
地
で
築
城

で
き
る
機
会
を
心
待
ち
に
し
、驚
異
的
な

早
さ
で
建
設
工
事
を
進
め
ま
す
。そ
し
て
、

築
城
開
始
か
ら
わ
ず
か
１
５
０
日
ほ
ど
で

入
城
す
る
に
至
り
ま
し
た
。

　

利
長
は
城
下
町
の
一
角
に
、資
材
の

集
積
と
調
達
を
行
う
た
め
の
拠
点

(

木
町)

を
設
け
た
り
、砺
波
郡
の
西
部

金
屋
か
ら
７
人
の
鋳
物
師
を
招
き
、鋳
物

づ
く
り
を
行
う
鋳
物
師
町(

金
屋
町)

を

つ
く
り
ま
し
た
。金
屋
町
を
は
じ
め
と
し
た

町
人
に
は
地
租
や
各
種
の
税
金
を
課
さ

な
い
厚
い
保
護
や
特
権
を
与
え
、城
下
町

と
し
て
の
繁
栄
を
図
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、高
岡
城
下
町
を
創
建
し
て
、

そ
の
後
、４
０
０
余
年
に
渡
る
高
岡
市
の

発
展
の
土
台
を
築
き
上
げ
た
利
長
で
し

た
が
、在
城
わ
ず
か
５
年
で
他
界
し
て

し
ま
い
ま
す
。家
臣
団
は
こ
と
ご
と
く
金
沢
に

引
き
揚
げ
、さ
ら
に
翌
年
の
一
国
一
城
の
令

に
よ
り
、高
岡
城
は
廃
城
と
い
う
過
酷
な

運
命
へ
。城
下
町
の
歩
み
を
始
め
て
い
た

高
岡
は
、た
ち
ま
ち
絶
望
の
淵
に
突
き

落
と
さ
れ
た
の
で
し
た
。

高
岡
町
民
も
利
常
の
保
護
と
期
待
に

応
え
、高
岡
は
商
人
・
職
人
の
ま
ち
と
し
て
、

着
実
に
歩
み
は
じ
め
ま
し
た
。

鋳
物
づ
く
り
で
は
最
初
は
、鍋
・
釡
な
ど

の
生
活
用
具
、農
具
の
鉄
器
具
類
が
多
く

つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、次
第
に
、香
炉
・

花
瓶
・
火
鉢
・
仏
具
な
ど
の
文
化
的
な
品

物
の
需
要
が
高
ま
り
、装
飾
に
富
ん
だ
製

品
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

銅
器
製
造
が
盛
ん
に
な
る
と
、北
前
船(

バ

イ
船)

で
全
国
各
地
に
販
路
を
確
保
し
、

海
外
貿
易
に
も
進
出
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。ま
た
、伏
木
港
は
越
中
西
部
の
物

資
の
集
散
地
で
あ
り
、北
前
船
の
寄
港
地

と
し
て
も
栄
え
、高
岡
は「
加
賀
藩
の
台

所
」と
し
て
隆
盛
を
極
め
ま
し
た
。

そ
う
し
て
財
を
成
し
た
豪
商
た
ち
が
絢
爛

た
る
装
飾
を
競
い
合
っ
た
の
が
、御
車
山
祭

で
す
。７
基
の
御
車
山
に
は
彫
金
・
漆
工

な
ど
高
岡
の
伝
統
工
芸
の
粋
を
集
め
た
豪

華
な
装
飾
が
施
さ
れ
ま
し
た
。利
長
が
町

民
に
分
け
与
え
た
と
伝
わ
る
御
車
山
。当

初
は
素
朴
な
も
の
だ
っ
た
山
車
が
、長
年
、

町
ご
と
に
競
い
合
う
な
か
で
現
在
の
よ
う

な
豪
華
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。と
も
に

ま
ち
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
町
民
の
心

意
気
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。

　

高
岡
の
発
展
は
町
民
自
身
が
担
い
手

と
な
り
、地
域
に
富
を
還
元
し
て
き
た

こ
と
が
特
長
で
す
。近
代
以
降
、明
治
の

文
明
開
化
と
い
っ
た
全
国
的
な
時
代
の

変
遷
を
経
て
も
、町
民
に
と
っ
て
は
商
売

継
続
の
望
み
を
失
う
こ
と
な
く
、む
し
ろ

実
力
を
存
分
に
発
揮
で
き
、長
年
待
ち

望
ん
で
い
た
好
機
と
し
て
す
ら
捉
え
て

い
ま
し
た
。

　

事
実
、維
新
後
は
県
庁
の
所
在
地
で
は

な
い
た
め
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
い

な
が
ら
も
、常
に
日
本
海
側
屈
指
の
商
工

都
市
と
し
て
気
を
吐
い
て
き
ま
し
た
。

特
に
、鋳
物
業
な
ど
の
伝
統
産
業
は
、繊
細
な

技
術
や
現
代
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
っ
た

最
先
端
の
デ
ザ
イ
ン
で
、全
国
的
に
も
注
目

を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
、町
割
り
、街
道
筋
、町
並
み
、

生
業
や
伝
統
行
事
な
ど
に
町
民
の
歩
み

が
独
特
の
気
風
と
し
て
色
濃
く
残
さ
れ

て
い
る
高
岡
。競
い
合
い
な
が
ら
発
展
を

続
け
て
き
た
町
民
の
心
意
気
は
、D
N
A
と

し
て
い
ま
も
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
と
文
化
の
保
存
や
継
承
だ
け
で

な
く
、そ
れ
ら
を
活
か
し
た
、新
た
な

文
化
や
魅
力
の
創
造
に
、力
強
い
歩
み
を

続
け
て
い
ま
す
。

　

城
が
な
く
な
れ
ば
、城
下
町
は
存
在
の

意
義
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。高
岡
は
、

都
市
と
し
て
日
が
浅
く
、町
を
存
続
す
る

に
は
そ
れ
相
応
の
対
策
が
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、三
代
当
主
・
前
田
利
常
は
、

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
た
高
岡
の
ま
ち
を
、

活
を
入
れ
て
立
て
直
し
ま
す
。高
岡
町
民
の

他
所
転
出
を
禁
じ
、そ
の
上
で
、布
御
印

押
人
を
置
く
こ
と
で
高
岡
を
麻
布
の

集
散
地
と
し
ま
し
た
。さ
ら
に
、御
荷
物
宿
、

魚
問
屋
や
塩
問
屋
の
創
設
を
認
め
、城
跡
内

に
は
米
蔵
と
塩
蔵
を
設
置
す
る
な
ど
、

商
業
都
市
へ
の
転
換
策
を
積
極
的
に

講
じ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

利
常
は
、利
長
が
高
岡
に
相
当
の
希
望

を
か
け
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、商
業
都
市
へ
の
政
策
転
換

を
進
め
る
上
で
も
、利
長
が
築
き
上
げ
た

町
割
り
な
ど
を
活
か
し
た
形
で
行
っ
た
の

で
す
。異
母
弟
で
あ
る
自
分
に
家
督
を

譲
っ
て
く
れ
た
利
長
へ
の
恩
義
を
深
く

感
じ
、利
長
の
菩
提
の
た
め
に
壮
大
な
伽
藍

建
築
を
持
つ
瑞
龍
寺
を
造
営
し
ま
し
た
。

ま
た
、異
例
の
規
模
を
誇
る
墓
所
も

つ
く
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、利
常
自
身
の

み
な
ら
ず
、町
民
に
永
く
利
長
の
遺
徳
を

し
の
ば
せ
、そ
れ
と
併
せ
て
町
の
繁
栄
を

願
う
気
持
ち
も
込
め
て
建
立
さ
れ
た

も
の
で
す
。

　

ま
た
、利
常
は
高
岡
が
軍
事
拠
点
と
し
て

の
機
能
を
失
う
こ
と
に
対
す
る
危
惧
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。高
岡
城
内
に
は
、平
和
的

利
用
と
し
て
米
塩
の
藩
蔵
を
建
て
る
こ
と

に
よ
っ
て
幕
府
に
干
渉
の
口
実
を
与
え
ず
、

い
ざ
と
い
う
と
き
に
備
え
て
、城
の
郭
や

堀
は
完
全
な
形
で
残
す
こ
と
に
成
功

し
ま
し
た
。い
か
に
、高
岡
城
を
重
要
視

し
て
い
た
か
が
、わ
か
り
ま
す
。

　

そ
の
姿
は
今
日
で
も
変
わ
ら
ず
、利
常
の

優
れ
た
経
営
手
腕
は
、現
在
も
高
岡
市
内

に
数
多
く
残
る
関
連
文
化
財
群
に
垣
間

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利長の他界や一国一城令によって、
城下町は消滅の危機へ

Story.１
150日で高岡城を築城、
しかし、6年で廃城へ

利長が抱いた希望を受け継ぎ、まちを存続
させるため商業政策を次々と打ち出す！

絢爛豪華な装飾を
まちごとに競い合う御車山は、
町民の心意気そのもの

Story.2
武士のまちから、
町民のまちへの大転換

Story.3
「加賀藩の台所」として

隆盛を極めた高岡

Story.4
町民の心意気と、
ものづくりの魂をこれからも

ストーリーの構成文化財

開町以来、熱く燃える
ものづくりへの思いは、

最先端のデザインへとつながった！

高
岡
が
、奇
跡
的
な
大
転
換
に
成
功
し
た
っ
て
？

デザイナーとのコラボによる最新

商品のほか、ものづくりの現場を

体験し、職人と交流するツアー

「高岡クラフツーリズモ」も人気。

開
町
ま
も
な
く
、

最
悪
の
ピ
ン
チ
を

最
高
の
チ
ャ
ン
ス
に

変
え
た
、お
殿
様
と

町
民
た
ち
の
物
語
。
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高岡市の中心部から市内のあちこちに広がる貴重な
文化財は、まちの歴史を現代へと伝える宝物。現地を訪ねて、
大切な物語の一端に触れてみてはいかがでしょうか。

伏木駅付近

小矢部川

二上万葉ライン

伏木万葉大橋

伏木駅伏木駅

至 氷
見

至
 高
岡

JR氷
見
線

万葉線

吉久駅

中伏木高岡市伏木
コミュニティセンター

伏木小学校

万葉歴史館

富山湾

27
28

26

31

32

25

3829
30 33

①瑞龍寺　②前田利長墓所　③五福町神明社本殿　④大手町神明
社拝殿　⑤高岡城跡　⑥前田利長公御親書　⑦高岡御車山　　
⑧高岡御車山祭の御車山行事　⑨与四兵衛顕彰碑（弥眞進大人命
旧跡）　⑩明和八年製高岡町図　⑪山町筋重要伝統的建造物群
保存地区　⑫菅野家住宅　⑬筏井家住宅　⑭土蔵造りのまち
資料館（旧室崎家住宅）　⑮金屋町重要伝統的建造物群保存地区
⑯仁安の御綸旨　⑰前田利長書状　⑱有礒正八幡宮（本殿・
釣殿・拝殿及び弊殿）　⑲銅造阿弥陀如来坐像　⑳高岡鋳物の
製作用具及び製品　㉑御印祭　㉒旧南部鋳造所キュポラ及び煙突
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㉙能松家住宅　㉚有藤家住宅　㉛高岡商工会議所伏木支所
32伏木気象資料館（旧伏木側候所庁舎・測風塔）　33丸谷家住宅
34佐野家住宅　35清都酒造場　36越中福岡の菅笠製作技術
37菅笠問屋の町並み　38吉久重要伝統的建造物群保存地区

戸出・福岡地区

庄川

小矢部川

千保川

高岡駅高岡駅

新高岡駅新高岡駅

至 金
沢

至
氷見

至 富山

J
R
城
端
線北陸

新幹
線

富山県総合デザインセンター

瑞龍寺 前田利長墓所
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24
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駅
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駅

戸
出
駅
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新高岡駅新高岡駅

高岡駅高岡駅

万
葉
線

あいの風とやま鉄道あいの風とやま鉄道
至 富山

至 金沢

J
R
城
端
線

J
R
氷
見
線

小矢部川

北陸新幹線

高岡市役所

高岡警察署
成美小学校

高岡古城公園

高岡第一高等学校

芳野中学校

山町
筋

金屋
町

千保川

伏木港大橋

まごころいやすすめうしのみこと

瑞龍寺

（銅像阿弥陀如来坐像）
高岡大仏

前田利長墓所

物 語
1
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伏木駅付近

小矢部川

千保川

伏木港大橋

至 金沢至 富山

瑞龍寺

二上万葉ライン

伏木万葉大橋

伏木駅伏木駅

高岡駅高岡駅

新高岡駅新高岡駅

至 氷
見

至
 高
岡

JR氷
見
線

万葉線

万葉線

山町筋

金屋町

吉久駅

中伏木高岡市伏木
コミュニティセンター

伏木小学校

万葉歴史館

富山湾

１

３ 4
２

8

9

6

7

高岡駅付近

高岡市内各地や、海沿いの伏木、吉久などには、
北前船の富でもたらされた建物や風情ある町並み
が今も残ります。みなと町ならではの独特の
雰囲気を楽しみながら、歩いてみませんか。

ストーリーの構成文化財

①旧秋元家住宅
（高岡市伏木北前船資料館）

②旧伏木測候所庁舎・測風塔
（高岡市伏木気象資料館）

③伏木神社 ④ 伏木神社
春季例大祭の祭礼行事

⑥勝興寺唐門⑤伏木帆柱起し祝唄 ⑦吉久重要伝統的
建造物群保存地区

⑧ 菅野家住宅 ⑨ 高岡鋳物の
製作用具及製品

Story.2
北前船が寄りたくなる港、
伏木
─加賀藩の物流拠点─

　

19
世
紀
後
期
に
は
鉄
道
や
蒸
気

船（
汽
船
）な
ど
の
登
場
に
よ
り
、

北
前
船
は
急
速
に
終
焉
へ
。通
信

技
術
の
進
歩
で
情
報
が
簡
単
に

伝
わ
り
、価
格
格
差
に
よ
る
儲
け

が
減
少
し
た
こ
と
や
、人
造
肥
料
の

登
場
で
鰊
肥
の
需
要
が
激
減
し
た

こ
と
も
、追
い
討
ち
を
か
け
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、伏
木
の
多
く
の
船
主

た
ち
は
、肥
料
会
社
や
紡
績
会
社
、

電
力
会
社
、銀
行
な
ど
、実
業
家
に

転
身
し
ま
す
。中
で
も
地
元
経
済
の

発
展
に
貢
献
し
た
の
が
、
廻
船

問
屋
・
能
登
屋
の
藤
井
能
三
で
す
。

能
三
は
、明
治
8
年（
1
8
7
5
年
）

三
菱
と
交
渉
し
、汽
船
の
定
期
航
路

誘
致
に
成
功
。私
財
を
投
げ
う
ち
、

伏
木
築
港
事
業
に
専
心
し
、伏
木
港

は
明
治
３２
年（
1
8
9
9
年
）に

全
世
界
と
貿
易
が
で
き
る「
開
港
場
」

と
な
り
、近
代
港
と
し
て
発
展
を

遂
げ
ま
し
た
。
船
主
た
ち
の
気
風

は
、
時
代
の
荒
波
の
中
で
も
、高
岡

の
企
業
家
た
ち
の
心
に
今
も
受
け

継
が
れ
て
い
ま
す
。

年貢米が集まった吉久には、
今も往時の面影が残る。

Story.4
今に受け継ぐ企業家魂
－地域経済に尽くした北前船主たち

Story.１
北前船は荒波を漕ぎ進む
「動く総合商社」だった！

私財を投げうって、
公共事業を行った
船主たちがいた。

大阪へ米を運び、
北海道とも往復。

1往復で1億円の利益が。

Story.3
北前船が運んだもの
－米の道・昆布の道－

藤井能三は、日本海側初の西洋式灯台や日本初の

私設測候所（現・伏木気象資料館）の建設、

県内初の小学校、伏木小学校の創立など、私財を

投じて数々の公益事業を行いました。

　

北
前
船
が
運
ぶ

主
要
な
積
荷
は
各
藩

の
年
貢
米
。日
本
海

側
の
大
名
は
、日
本
一

の
米
市
場
の
大
阪
で

米
を
売
り
、
お
金
を

得
ま
し
た
。高
岡
か
ら
は

米
は
も
ち
ろ
ん
、鋳
物
類

を
数
多
く
出
荷
。大
ヒ
ッ
ト

商
品
の
塩
釡
や
ニ
シ
ン
釡
な
ど
の

鉄
製
品
、香
炉
や
花
瓶
、

仏
具
、釣
鐘
な
ど
の
銅
器
も
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

北
前
船
は
大
阪
で
木
綿
原
料
や
繊
維
製
品
等
を

買
い
込
み
、帰
路
、西
日
本
の
各
港
で
、塩
や
鉄
、紙
、

船
を
安
定
さ
せ
る
重
石
も
兼
ね
た
石
、人
形
、お
菓
子

な
ど
も
買
い
付
け
。生
活
必
需
品
か
ら
ぜ
い
た
く
品

ま
で
、安
く
手
に
入
る
土
地
で
買
い
付
け
て
は
、次
の

寄
港
地
で
高
く
売
り
利
益
を
得
ま
し
た
。

　

当
時
、稲
作
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、貴
重
だ
っ
た
藁
も

北
海
道
へ
。
そ
の
帰
り
に
は
ニ
シ
ン
や
昆
布
を
購
入
。

北
海
道
で
大
量
に
獲
れ
た
ニ
シ
ン
は
、全
国
で
栽
培

さ
れ
た
稲
や
藍
、菜
種
、綿
な
ど
の
肥
料
と
し
て
、最
大
の

利
益
を
生
み
ま
し
た
。北
海
道
の
昆
布
が
、伏
木
港
で

大
量
に
荷
下
ろ
し
さ
れ
、富
山
の
昆
布
食
文
化
を
生
み

出
し
た
こ
と
も
、北
前
船
の
豊
か
な
恵
み
で
す
。昆
布

巻
き
の
蒲
鉾
や
昆
布
〆
、
お
に
ぎ
り
の
と
ろ
ろ
昆
布

ま
で
、昆
布
が
と
れ
な
い
富
山
で
消
費
金
額
日
本
一

の
昆
布
食
文
化
の
背
景
に
は
、北
前
船
の
存
在
が
。

最
近
で
は
、「
高
岡
昆
布
飯
」や「
高
岡
昆
布
ス
イ
ー
ツ
」

な
ど
、新
し
い
ご
当
地
グ
ル
メ
も
売
り
出
し
て
い
ま
す
。

富山に昆布食文化を
もたらしたのも、
北前船だった。

 
 

日
本
海
を
大
き
な
帆
を
立
て
て

進
む
木
造
船
。北
前
船
と
は
、江
戸

中
期
か
ら
大
正
期（
ピ
ー
ク
は
幕
末

〜
明
治
初
期
）ま
で
、大
阪
か
ら

瀬
戸
内・日
本
海
を
経
て
北
海
道
ま
で

航
行
し
た
交
易
船
で
す
。

  

江
戸
時
代
の
海
上
交
通
は
経
済

の
大
動
脈
。中
で
も
150
ｔ
積
み
も
の

大
き
さ
で
、日
本
一
の
米
市
場
の

大
阪
と
、海
産
物
が
豊
か
な
北
海
道

を
往
復
し
た
北
前
船
は
花
形
航
路
。

北
前
船
は
各
港
で
積
荷
を
売
買

し
な
が
ら
往
復
し
た
の
が
特
徴
で
す
。

  

伏
木
の
北
前
船
は
、旧
暦
の
２
〜

３
月
に
米
を
積
ん
で
大
阪
へ
。帰
り

に
は
雑
貨
類
を
満
載
し
、寄
港
地

で
売
買
し
つ
つ
伏
木
へ
帰
港
。次
に
、

米
や
藁
製
品
を
積
ん
で
東
北
や

北
海
道
へ
。帰
路
は
昆
布
、魚
肥
、

木
材
等
を
積
ん
で
旧
暦
の
９
〜
10
月

に
伏
木
へ
戻
り
ま
し
た
。

　
１
往
復
で
、６
千
万
円
か
ら
１
億
円

と
も
言
わ
れ
る
利
益
を
生
ん
だ

北
前
船
は
、ま
さ
に「
宝
船
」。最
新

情
報
や
文
化
も
運
び
ま
し
た
。

リ
ス
ク
を
背
負
い
つ
つ
、土
地
の

ニ
ー
ズ
を
商
売
に
つ
な
げ
、メ
デ
ィ
ア

の
役
割
も
果
た
し
た
北
前
船
は
、

「
動
く
総
合
商
社
」で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

北
前
船
の
航
路
が
で
き
る

前
か
ら
、
琵
琶
湖
周
辺
の
商
人

が
共
同
で
船
を
持
ち
、
北
海
道

の
物
を
敦
賀
ま
で
は
船
で
、そ
こ

か
ら
は
陸
路
で
運
び
、
莫
大

な
利
益
を
上
げ
て
い
ま
し
た
。

一
方
で
前
田
家
三
代
当
主
・

前
田
利
常
が
、
年
貢
米
の
運
搬

の
た
め
、寛
永
15
年（
1
6
3
8

年
）、本
州
の
西
半
分
を
回
り
、

直
接
大
阪
に
至
る
航
路
を

開
拓
。
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
が
合
わ

さ
り
、大
阪
と
北
海
道
を
す
べ
て

船
で
つ
な
ぐ「
北
前
船
」の
航
路

が
完
成
し
た
の
で
す
。

　

こ
こ
高
岡
市
伏
木
は
、北
前

船
が
出
現
し
た
頃
は
す
で
に
、

物
流
の
一
大
拠
点
。
小
矢
部
川

と
庄
川
と
い
う
大
き
な
川
の

河
口
に
位
置
し
、流
域
か
ら
多

く
の
産
物
が
集
積
し
ま
し
た
。

中
で
も
、
重
要
な
産
物
の
年
貢

米
は
、
伏
木
の
対
岸
で
あ
っ
た

吉
久
へ
集
め
ら
れ
、吉
久
か
ら

伏
木
港
へ
。
そ
し
て
大
阪
へ
出
荷

さ
れ
ま
し
た
。吉
久
の
町
並
み

に
は
今
も
昔
の
面
影
が
残
り

ま
す
。
も
と
も
と
北
陸
に
は

「
地
廻
り
船
」と
い
う
中
小
規
模

の
船
主
が
多
く
い
た
こ
と
が

素
地
と
な
り
、
や
が
て
伏
木
に

寄
港
す
る
北
前
船
が
増
え
る

と
、
廻
船
問
屋
の
ほ
か
、船
宿
、

商
店
、倉
庫
業
の
店
な
ど
も

集
ま
り
、町
は
発
展
。
伏
木

で
も
自
ら
船
を
持
ち
、
廻
船

問
屋
と
し
て
力
を
持
つ
商
人
が

増
加
。最
盛
期
に
は
、大
小

合
わ
せ
て
30
軒
ほ
ど
の
廻
船

問
屋
が
あ
り
、
栄
え
ま
し
た
。

地図上に表記は無し
金刀比羅社（伏木湊町）「長栄丸」（1926年）画像提供：高岡市立博物館　

船絵馬。航海安全の祈願あるいは無事航海を終えた感謝のため船主や船乗りが地元の神社に納めたもの。

 大正期の伏木港の様子。画像提供：高岡市立博物館

　「越中伏木港図」（『中越商工便覧』1888年、高岡市立博物館蔵）

れ
ん
ぴ

日
本
遺
産

「
荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空
間

　〜
北
前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
〜
」

へ
ー
っ
、北
前
船
の
船
主
っ
て
、最
先
端
の
人
だ
っ
た
の
？

１
往
復
で
１
億
円
。

儲
け
は
地
域
に
還
元
す
る

国
際
感
覚
と

先
見
の
明
に
優
れ
た

船
主
た
ち
の
物
語
。
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