
北
き た

 前
ま え

 船
ぶ ね

 

○時期
じ き

 

江戸
え ど

時代
じ だ い

中頃
なかごろ

から明治
め い じ

後期
こ う き

まで、美川
み か わ

では北前船
きたまえぶね

による運送
うんそう

の商
あきな

いが、盛
さか

んに行
おこな

われ

ました。（江戸
え ど

時代
じ だ い

、美川
み か わ

は「本吉
もとよし

」という町名
ちょうめい

でした。） 

 

北前船
きたまえぶね

という名称
めいしょう

は、関西
かんさい

の人々
ひとびと

が北陸
ほくりく

から来
く

る船
ふね

をそのように呼
よ

んでいたという説
せつ

や、北
きた

を前
まえ

にして進
すす

むからとか様々
さまざま

な理由
り ゆ う

が考
かんが

えられています。                                             

美川
み か わ

では、「テント」とか単
たん

に「船
ふね

」と呼
よ

んでいたようです。 

大
おお

きな船
ふね

は、沖
おき

止
ど

まりをしますから、岸
きし

からの往来
おうらい

は「はしけ」と呼
よ

ばれる小舟
こ ぶ ね

が荷物
に も つ

や人
ひと

を乗
の

せていました。 

 

○ 発達
はったつ

の理由
り ゆ う

 

自動車
じどうしゃ

や鉄道
てつどう

が無
な

い時代
じ だ い

の荷物
に も つ

の運搬
うんぱん

は、陸
りく

では荷車
にぐるま

に頼
たよ

るしかありませんでした。

しかし、日本
に ほ ん

が四方
し ほ う

を海
うみ

に囲
かこ

まれており、船
ふね

による運搬
うんぱん

で荷車
にぐるま

よりはるかに沢山
たくさん

の荷物
に も つ

が

一度
い ち ど

に運
はこ

べ儲
もう

かるという商売
しょうばい

が大阪
おおさか

や瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

で行
おこな

われるようになり、それが日本
に ほ ん

海側
かいがわ

の町
まち

にも伝
つた

わり、荷物
に も つ

運搬
うんぱん

に関
かか

わる仕事
し ご と

を求
もと

め、河
か

口
こう

の町
まち

には人々
ひとびと

が集
あつ

まりだしました。 

荷物
に も つ

をただ運
はこ

ぶのではなく、各
かく

港
みなと

付
ふ

近
きん

の特産物
とくさんぶつ

を乗
の

せ、他
ほか

の地域
ち い き

に運
はこ

び売
う

りさばくと

いう仕組
し く

みから、船頭
せんどう

や船
ふな

乗
の

りの裁
さい

量
りょう

により儲
もう

けが大
おお

きく異
こと

なりました。 

１回
かい

の航海
こうかい

は、２カ月から３カ月を要
よう

し、各
かく

地
ち

の港
みなと

を巡
めぐ

りました。 

時
とき

には国
くに

で禁止
き ん し

されていた外国
がいこく

相手
あ い て

に商売
しょうばい

をする船
ふね

も出
で

てきました。 

１回
かい

の交易
こうえき

で千両
せんりょう

（約
やく

１億円
おくえん

）を稼
かせ

ぐ船
ふね

もありました。 

 

美川
み か わ

も全国
ぜんこく

の例
れい

にもれず、手取川
てどりがわ

という大
おお

きな川
かわ

の河口
か こ う

に位置
い ち

していましたから、船主
せんしゅ

や船員
せんいん

が沢山
たくさん

いました。 

美川
み か わ

の近
ちか

くでは三国
み く に

（福井
ふ く い

）、安宅
あ た か

、金石
かないわ

、所口
ところぐち

（七尾
な な お

）、岩瀬
い わ せ

（富山
と や ま

）も北前船
きたまえぶね

で栄
さか

え

ました。 

千石船
せんごくぶね

とは、約
やく

１５０トンの米
こめ

を積
つ

める船
ふね

のことですが、美川
み か わ

では六
ろっ

百
ぴゃく

石
こく

積
づ

み程度
て い ど

で

も千石船
せんごくぶね

と呼
よ

んでいたようです。 



○主
おも

な荷物
に も つ

 

美川
み か わ

で乗
の

せた主
おも

な荷物
に も つ

は、米
こめ

、木綿
も め ん

、砂糖
さ と う

、肥
ひ

料
りょう

、ろうそく、陶
とう

磁
じ

器
き

、塩物
しおもの

、干鰯
ほ し か

、

大豆
だ い ず

、小豆
あ ず き

などです。 

北海道
ほっかいどう

からは、ニシン、昆布
こ ん ぶ

などを乗
の

せ、各
かく

港
みなと

で売
う

りさばきながら航海
こうかい

を続
つづ

けました。 

 

○美川
み か わ

の船
ふね

が寄
よ

った主
おも

な港
みなと

 

出雲崎
いずもざき

（新潟
にいがた

）、酒
さか

田
た

（山形
やまがた

）、秋
あき

田
た

、野辺地
の へ じ

（青森
あおもり

）、函館
はこだて

、小樽
お た る

、宮古
み や こ

（岩手
い わ て

）、松江
ま つ え

（島根
し ま ね

）、唐津
か ら つ

（佐賀
さ が

）、下
しも

津
つ

井
い

（岡山
おかやま

）、大阪
おおさか

、堺
さかい

。 

 

○ 航海
こうかい

の危険性
きけんせい

 

北前船
きたまえぶね

は、船
ふね

に係
かかわ

る税金
ぜいきん

を安
やす

くするため、前後
ぜ ん ご

に短
みじか

く横
よこ

に広
ひろ

く広
ひろ

さを取
と

り、荷物
に も つ

が沢山
たくさん

積
つ

め、風
かぜ

を受
う

けやすいように帆柱
ほばしら

を高
たか

くしたという構造
こうぞう

から、嵐
あらし

になると転覆
てんぷく

しやすく、

遭難
そうなん

事故
じ こ

が頻繁
ひんぱん

にありました。 

「板子
い た ご

一枚
いちまい

、下
した

は地獄
じ ご く

」という過酷
か こ く

な状 況
じょうきょう

で仕事
し ご と

をしました。 

一度
い ち ど

遭難
そうなん

すれば船主
せんしゅ

は、船
ふね

や荷物
に も つ

の損害
そんがい

ばかりでなく、遺族
い ぞ く

の補償
ほしょう

にも大
おお

きな失費
し っ ぴ

（約
やく

１億円
おくえん

）があったといわれています。 

遭難
そうなん

した船員
せんいん

は、外国
がいこく

の島
しま

に流
なが

れ着
つ

き助
たす

けられたりもしました。 

 

○ 衰退
すいたい

の理由
り ゆ う

 

明治
め い じ

中頃
なかごろ

になると汽船
き せ ん

の登場
とうじょう

で風
かぜ

まかせの船
ふね

は敬遠
けいえん

され、鉄道
てつどう

の発達
はったつ

で輸送
ゆ そ う

が陸上
りくじょう

主体
しゅたい

に変
か

わりました。 

さらに、電信
でんしん

の普及
ふきゅう

が挙
あ

げられます。 

各地
か く ち

で物
もの

の価値
か ち

の差額
さ が く

で儲
もう

けていた船頭
せんどう

たちは、電信
でんしん

で情報
じょうほう

が全国
ぜんこく

に素早
す ば や

く流
なが

れるよ

うになると、大
おお

きな利益
り え き

が出
で

なくなりました。 

美川
み か わ

では、昭和
しょうわ

初期
し ょ き

まで肥料
ひりょう

を船
ふね

に乗
の

せ、運
はこ

んでいたという記録
き ろ く

が残
のこ

る家
いえ

もあります。 


