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漁村文化の再発見！
～未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選～

き
れ
い
な
漁
場
を
次
の
世
代
に

●
適
正
給
餌
に
努
め
ま
し
ょ
う

●
漁
場
へ
の
ゴ
ミ
投
棄
は
や
め
ま
し
ょ
う

本
県
の
漁
村
に
は
、
地
域
色
豊
か
な
食
文
化
や
伝
統
行
事
、
あ

る
い
は
優
れ
た
景
観
な
ど
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
で
は
こ
れ
ら
の
価
値
を
再
認
識
し
、
情
報
発
信
や
都
市
と

漁
村
の
交
流
な
ど
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
活
性
化

に
つ
な
げ
る
取
り
組
み
が
拡
が
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
漁
村
に
残
る
歴
史
的
な
文
化
財
産
を
認
定
す
る
こ

と
に
よ
り
、
都
市
と
漁
村
の
交
流
や
漁
業
、
漁
村
へ
の
理
解
を
促

進
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
水
産
庁
主
催
の
「未
来
に
残
し
た
い
漁

業
漁
村
の
歴
史
文
化
財
産
百
選
」で
選
定
さ
れ
た
県
内
の
３
つ
の

漁
村
文
化
財
産
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

【編集後記】

授乳に忙しい母
親を後目に、冬は
息子と二人で温泉
三昧。近隣の温泉
はほとんど制覇し、
息子のベスト１は
山間の鄙びた感の
露天風呂。「は～、
極楽やね～」好み
も言動も末恐ろしい
４歳児である。

■
伊
尾
木
漁
港
の
石
積
堤

伊
尾
木
漁
港
は
、
江
戸
時
代
の
終

わ
り
、
漁
港
整
備
の
た
め
内
港
の

開
削
に
着
工
さ
れ
、
石
組
み
の
防

波
堤
の
建
設
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、

藩
の
財
政
難
か
ら
工
事
は
一
時
中

断
さ
れ
、
そ
の
後
、
放
置
さ
れ
た
窪

地
に
は
水
が
溜
ま
り
、
河
野
池
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
何
時
の
頃
か
ら
か
様
々

な
土
木
工
事
を
手
が
け
た
野
中
兼

山
に
ち
な
ん
で
「兼
山
の
あ
ほ
う

堀
」

【コ
ラ
ム
】

「
２
０
０
７
年
問
題
」

高
度
経
済
成
長
期
を
担
っ
て

き
た
団
塊
の
世
代
が
大
量
退
職

を
迎
え
、
日
本
の
産
業
を
根
底

で
支
え
て
き
た
技
術
の
継
承
が

社
会
問
題
化
し
て
い
る
。
世
界

で
初
め
て
到
達
す
る
で
あ
れ
う

高
齢
化
社
会
を
憂
慮
す
る
よ
り

も
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
経
済
規
模
の

成
熟
し
た
社
会
や
福
祉
の
仕
組

み
づ
く
り
を
期
待
し
た
い
。
当

然
近
い
将
来
の
漁
村
の
姿
も
、

団
塊
の
世
代
の
動
向
を
織
り
込

む
べ
き
だ
。
今
こ
そ
漁
村
資
源

を
再
発
掘
し
、
団
塊
の
世
代
の

ニ
ー
ズ
に
備
え
る
必
要
が
あ
る
。

■
室
戸
捕
鯨
文
化
遺
産

寛
永
元
年
（１
６
２
４
年
）に
始
ま

る
土
佐
の
突
き
取
り
捕
鯨
は
、
室

戸
の
津
呂
組
、
浮
津
組
と
い
う
二
つ

の
鯨
組
が
、
和
歌
山
県
太
地
か
ら

網
掛
け
突
き
取
り
法
を
導
入
し
た

こ
と
で
飛
躍
的
に
捕
獲
頭
数
が
増

加
し
、
以
降
商
業
捕
鯨
が
休
止
と

な
る
１
９
８
７
年
ま
で
約
３
５
０
年

間
に
わ
た
り
、
日
本
捕
鯨
業
の
中

心
と
し
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

今
回
認
定
さ
れ
た
室
戸
地
区
に

は
、
近
代
捕
鯨
に
お
い
て
も
泉
井
守

一
氏
な
ど
数
多
く
の
捕
鯨
人
を
輩

出
す
る
ほ
か
、
江
戸
時
代
以
来
の

捕
鯨
に
関
す
る
様
々
な
史
跡
や
顕

彰
碑
な
ど
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い

ま
す
。

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
野
中
兼
山
が
活
躍
し
た
の

は
江
戸
初
期
で
、
兼
山
の
死
後
着

工
さ
れ
た
伊
尾
木
漁
港
と
は
縁
も

ゆ
か
り
も
な
い
と
の
こ
と
。

地
元
漁
業
者
の
悲
願
だ
っ
た
港
の

建
設
は
昭
和
48
年
に
再
開
さ
れ
、

１
５
０
年
の
歳
月
を
経
た
平
成
12

年
に
完
成
し
ま
し
た
。

今
回
認
定
さ
れ
た
石
積
み
は
昭

和
50
年
代
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

た
も
の
で
、
現
在
そ
の
一
部
が
漁
港

内
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
久
礼
大
正
市
場

既
に
知
名
度
の
高
い
大
正
市
場

で
す
が
、
そ
の
始
ま
り
は
、
明
治

時
代
の
中
頃
か
ら
で
、
漁
師
の
女

将
さ
ん
達
が
夫
や
息
子
の
獲
っ
て

き
た
魚
を
売
り
始
め
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
。

大
正
４
年
に
市
場
周
辺
一
帯
の

２
３
０
戸
が
焼
失
す
る
大
火
事
に

見
舞
わ
れ
た
際
、
大
正
天
皇
よ
り

当
時
の
お
金
で
３
５
０
円
が
復
興

費
と
し
て
届
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
深
く
感
激
し
た
町
民
が

そ
れ
ま
で
の
地
蔵
町
ど
お
り
と
い

う
名
前
を
改
め
、
大
正
市
場
と
命

名
し
て
以
来
約
90
年
間
、
町
民
の

台
所
と
い
う
そ
の
ま
ま
の
ス
タ
イ

ル
で
栄
え
て
い
ま
す
。

漁業経営のことなら、
今すぐお電話を！

専門アドバイザーが、漁業
経営、流通改善について無
料でご相談に応じます。まず
はお電話を！

●漁業経営指導協会 ｔｅｌ 088-825-3980

●上原アドバイザー ｔｅｌ 090-1570-4904

伊尾木漁港の石積堤

期間限定で釣り堀も催されます

■鯨浜

■金剛頂寺

鯨関連の資料や近代捕鯨の名
砲手泉井守一氏が建てた捕鯨
八千頭供養塔がある

■室津港

捕獲した鯨を解
体した室戸市浮
津の浜

卓越した土木技
術で野中兼山
が築造した捕鯨
船団の母港

■
歴
史
の
再
発
見
を

県
内
各
地
の
漁
村
に
は
、
こ
れ

ら
以
外
に
も
文
化
財
産
や
面
白
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
、
漁
村
へ
出
か
け
て
歴
史

を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

久礼大正市場

市場内の賑わい


