
     

鉄

道

や

航

空

機

が

発

達

し

た

現

代

社

会

で

は

忘

れ

ら

れ

が

ち

で

す

が

、

日

本

の

歴

史

上

海

や

川

は

重

要

な

働

き

を

し

て

き

ま

し

た

。

特

に

物

を

多

量

か

つ

迅

速

に

運

ぶ

手

段

と

し

て

は

、

船

に

よ

る

水

上

輸

送

が

長

ら

く

唯

一

の

も

の

で

し

た

。 

 

さ

て

江

戸

時

代

の

船

と

い

え

ば

、

大

坂

―

江

戸

間

を

運

航

し

た

菱

垣

廻

船

・

樽

廻

船

と

い

っ

た

数

百

石

か

ら

千

石

を

超

え

る

大

型

船

が

有

名

で

す

が

、

最

近

の

日

本

史

研

究

で

は

小

型

の

民

間

商

船

が

脚

光

を

あ

び

て

い

ま

す

。

た

と

え

ば

、

東

日

本

の

日

本

海

沿

岸

か

ら

阪

神

地

方

ま

で

米

や

魚

肥

な

ど

を

運

び

、

帰

り

荷

に

上

方

の

商

品

を

持

ち

帰

っ

た

北

前

船

。

ま

た

伊

勢

湾

を

本

拠

に

関

東

か

ら

九

州

に

及

ぶ

広

い

海

域

で

各

地

の

物

産

を

買

積

み

し

て

は

売

る

と

い

う

商

売

を

し

た

内

海

う

つ

み

船

。

こ

う

し

た

商

船

は

各

地

に

古

く

か

ら

あ

っ

た

と

考

え

ら

れ

ま

す

が

、

特

に

江

戸

中

期

以

降

に

は

瀬

戸

内

海

の

港

々

を

本

拠

・

寄

港

地

と

し

て

活

躍

し

た

こ

と

が

明

ら

か

で

、

商

品

流

通

の

上

で

革

新

的

役

割

を

果

た

し

た

と

い

わ

れ

ま 

    

す

。 

 

近

世

の

高

砂

は

、

瀬

戸

内

海

沿

岸

、

そ

し

て

加

古

川

河

口

の

港

と

し

て

、

二

重

の

意

味

で

船

に

縁

の

深

い

町

で

し

た

。

寛

文

八

年

（

一

六

六

八

）

付

の

『

播

州

記

録

 

私

覚

集

』
（

内

閣

文

庫

蔵

）
と

い

う

史

料

に

よ

れ

ば

、

高

砂

に

は

姫

路

藩

域

の

全

商

船

数

の

二

二

％

に

あ

た

る

二

六

六

艘

の

商

船

が

あ

り

、

そ

の

七

割

は

九

五

石

積

以

下

の

小

型

船

で

し

た

。

浦う

ら

水

主

か

こ

と

い

わ

れ

る

船

員

も

七

二

一

人

と

、

藩

域

最

多

の

数

で

す

。

こ

う

し

た

高

砂

の

歴

史

を

知

る

に

は

、

陸

か

ら

だ

け

で

な

く

水

の

上

か

ら

見

る

視

点

も

必

要

の

よ

う

で

す

。 

（

高

砂

市

史

編

さ

ん

専

門

委

員 

中

川

 

す

が

ね

）
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水

上

か

ら

見

た
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高
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