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日本遺産と小樽
歴史文化による小樽の活性化を目指して

小樽商科大学グローカル戦略推進センター　学術研究員　高 野 宏 康

小
樽
市
の
「
北
前
船
」
日
本
遺
産
の
ポ
ス
タ
ー



▼
日
本
遺
産
の
特
徴
と
意
義

　

平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
５
月
、小
樽
市
は
「
北
前
船
」

日
本
遺
産
に
追
加
認
定
さ
れ
た
。
８
月
に
は
認
定
記
念
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
後
も
様
々
な
認
定
事
業

が
行
わ
れ
て
い
る
。
小
樽
市
は
さ
ら
に
「
炭
鉄
港
」
と
小

樽
独
自
の
「
地
域
型
」
で
も
日
本
遺
産
認
定
を
目
指
し
て

い
る
。
日
本
遺
産
は
同
27
年
に
文
化
庁
が
創
設
し
た
新
し

い
制
度
で
、
世
界
遺
産
な
ど
の
従
来
の
文
化
遺
産
制
度
と

は
異
な
る
斬
新
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
認
定
さ
れ
る
と

「
名
誉
」
だ
け
で
な
く
、
情
報
発
信
、
人
材
育
成
、
調
査

研
究
事
業
等
に
国
の
財
政
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
最
も
重
要
な
特
徴
は
、
地
域
の
歴
史
文
化
を
地
域
活

性
化
に
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

小
樽
は
、
昭
和
40
年
末
頃
か
ら
石
蔵
を
利
用
し
た
飲
食

店
が
登
場
し
、
歴
史
的
建
造
物
の
活
用
が
全
国
的
に
も
早

い
時
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に

は
、
小
樽
運
河
保
存
運
動
を
き
っ
か
け
と
し
て
小
樽
の
歴

史
文
化
が
再
発
見
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

昭
和
53
（
１
９
８
３
）
年
に
は
、
石
造
倉
庫
を
再
利
用

し
た
北
一
硝
子
・
三
号
館
が
開
店
し
、
経
済
都
市
か
ら
観

光
都
市
と
な
っ
た
小
樽
の
象
徴
と
し
て
現
在
ま
で
人
気
ス

ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
小
樽
は
日
本
遺
産
で

う
た
わ
れ
て
い
る
歴
史
文
化
を
生
か
し
た
観
光
ま
ち
づ
く

り
を
先
駆
的
に
実
現
し
て
き
た
ま
ち
な
の
で
あ
る
。

　

数
年
前
、
日
本
遺
産
が
創
設
さ
れ
、
話
題
に
な
り
は
じ

め
た
頃
、
い
ま
さ
ら
国
の
「
お
墨
付
き
」
を
も
ら
う
こ
と

に
疑
問
を
示
す
意
見
も
み
ら
れ
た
。
小
樽
運
河
保
存
運
動

や
全
国
町
並
み
保
存
連
盟
の
議
論
の
水
準
は
極
め
て
高

く
、
日
本
遺
産
は
国
が
後
追
い
を
し
て
い
る
と
い
う
意
見

も
あ
る
。
し
か
し
、
小
樽
で
は
代
表
的
な
観
光
資
源
で
あ

る
石
造
倉
庫
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
的
建
造
物
が
現
在
も

次
々
と
取
り
壊
さ
れ
て
い
る
。
問
屋
街
だ
っ
た
頃
の
歴
史

的
建
造
物
が
多
数
の
こ
る
堺
町
通
り
は
、
屋
外
広
告
物
で

溢
れ
、
そ
の
本
来
の
魅
力
を
観
光
客
に
も
市
民
に
も
ア
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ピ
ー
ル
で
き
て
い
な
い
。
小
樽
は
、
歴
史
文
化
を
生
か
し

た
観
光
ま
ち
づ
く
り
の
先
進
地
で
は
あ
る
が
、
歴
史
文
化

を
ま
ち
づ
く
り
の
基
軸
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。小
樽
市
が
日
本
遺
産
認
定
を
目
指
し
、

認
定
さ
れ
た
こ
と
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

▼
小
樽
市
の
「
北
前
船
」
日
本
遺
産

　

旧
小
樽
倉
庫
な
ど
の
小
樽
を
代
表
す
る
石
造
倉
庫
は
北

前
船
主
に
よ
っ
て
建
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
小
樽
と
北

前
船
の
関
わ
り
は
、あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

他
に
ど
の
よ
う
な
文
化
財
が
北
前
船
と
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
の
か
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
「
北
前
船
」
日
本
遺
産
は
、「
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
〜
」

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
、
全
国
38
市
町
が
認
定
自
治

体
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
す
る
構
成
文
化
財
を

指
定
し
て
い
る
。
小
樽
市
で
は
７
件
を
指
定
し
て
お
り
、

各
地
に
共
通
す
る
文
化
財
と
し
て
、
船
絵
馬
（
龍
徳
寺
金

比
羅
殿
、
祝
津
・
恵
美
須
神
社
）
や
日
和
山
（
祝
津
）、

料
亭
（
旧
魁
陽
亭
）
な
ど
が
あ
る
。
石
造
倉
庫
は
他
の
寄

港
地
等
と
は
異
な
る
小
樽
市
の
特
徴
的
な
北
前
船
関
連
の

構
成
文
化
財
で
あ
る
。

　

祝
津
の
日
和
山
は
絶
景
で
、
近
く
に
お
た
る
水
族
館
な

ど
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
観
光
地
と
し
て
は

有
名
で
あ
り
、
今
年
は
灯
台
１
５
０
年
記
念
で
改
め
て
注

目
さ
れ
た
が「
北
前
船
の
船
乗
り
た
ち
が
日
和
を
み
た
山
」

と
い
う
認
識
は
薄
か
っ
た
。同
じ
祝
津
の
恵
美
須
神
社
も
、

文
久
３
（
１
８
６
３
）
年
築
の
本
堂
や
隣
接
す
る
桑
の
木

が
小
樽
市
の
保
存
樹
木
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
拝
殿
内
の

船
主
た
ち
が
奉
納
し
た
２
面
の
船
絵
馬
は
郷
土
史
家
の
越

崎
宗
一
が
月
刊
お
た
る
（
１
９
７
４
年
８
月
号
）
で
紹
介

し
た
他
、
ほ
ぼ
一
般
に
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
祝
津

は
ニ
シ
ン
漁
の
ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
か
つ
て
は

北
前
船
を
は
じ
め
と
す
る
商
船
も
寄
港
し
て
お
り
ニ
シ
ン
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が
各
地
に
運
ば
れ
て
い
っ
た
場
所
で
も
あ
る
。
北
前
船
と

い
う
切
り
口
・
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
「
点
」
と
し
て
の

文
化
財
が
「
線
」
と
し
て
つ
な
が
り
、
エ
リ
ア
の
歴
史
再

発
見
、新
た
な
観
光
動
線
に
つ
な
が
る
好
事
例
と
い
え
る
。

　

旧
魁
陽
亭
も
同
様
で
、
北
海
道
を
代
表
す
る
老
舗
料
亭

と
し
て
名
高
い
が
、
伊
藤
博
文
な
ど
政
財
界
の
著
名
人
、

石
原
裕
次
郎
と
の
関
わ
り
だ
け
で
な
く
、
北
前
船
主
、
船

乗
り
、
商
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で

位
置
づ
け
る
こ
と
で
北
前
船
の
積
荷
を
取
引
し
た
問
屋
街

で
あ
っ
た
近
く
の
堺
町
周
辺
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
く

る
。
北
前
船
主
が
つ
く
っ
た
倉
庫
群
は
小
樽
発
展
の
歴
史

と
船
主
の
出
身
地
で
あ
る
北
陸
な
ど
と
の
広
域
の
つ
な
が

り
を
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。「
北
前
船
」
日
本
遺
産
は

「
海
」の
つ
な
が
り
を
象
徴
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
あ
る
。

▼
日
本
遺
産
の
課
題

　
「
北
前
船
」
に
続
き
小
樽
市
が
日
本
遺
産
認
定
を
目
指

す
「
炭
鉄
港
」
は
、
空
知
の
産
炭
地
と
の
鉄
道
に
よ
る
つ

な
が
り
に
基
づ
く
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
小
樽
で
は
手
宮

線
が
市
民
に
も
観
光
客
に
も
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
小
樽

の
文
化
財
と
い
う
認
識
が
強
く
、
産
炭
地
と
の
歴
史
的
な

関
係
性
に
着
目
す
る
こ
と
で
広
域
観
光
の
可
能
性
が
広
が

る
と
思
わ
れ
る
。
小
樽
独
自
の
「
地
域
型
」
日
本
遺
産
の

申
請
に
は
、「
あ
り
す
ぎ
る
」
小
樽
の
豊
か
な
歴
史
文
化

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
抽
出
す
る
か
と
い
う

大
き
な
課
題
が
あ
る
が
、
歴
史
文
化
を
小
樽
の
ま
ち
づ
く

り
の
基
軸
に
し
て
い
く
た
め
に
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

日
本
遺
産
は
あ
く
ま
で
一
つ
の
制
度
で
あ
り
、
認
定
自

体
を
目
的
と
す
る
の
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
本
年
度
、
小

樽
市
は
地
域
型
日
本
遺
産
の
申
請
要
件
の
一
つ
で
も
あ

る
、
歴
史
文
化
基
本
構
想
を
策
定
、
小
樽
市
日
本
遺
産
推

進
協
議
会
の
立
ち
上
げ
な
ど
、
様
々
な
取
り
組
み
を
進
め

て
い
る
。
歴
史
文
化
が
小
樽
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
軸
と

な
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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