
タマカゼ（北西
ほ く せ い

）

キタヤマセ（北
き た

）

ヤマセ（東
ひがし

）

ヤマセ（南東
な ん と う

）

ミナミカゼ（クダリ：南
みなみ

）

フカダ（南西
な ん せ い

）

ニシカゼ（西
に し

）

１ ミナミカゼは雨
あめ

を持
も

ってくる

２ フカダの風
かぜ

で、しかも 急
きゅう

に雨
あめ

が降
ふ

って吹
ふ

いてくる

とタデガワセといった。

3 前日
ぜんじつ

の夕焼
ゆ う や

けは、タデガワセの 前 兆
ぜんちょう

である。

４ オブチ山
やま

の雲
くも

が切れて
き   

くると、風
かぜ

が吹い
ふ

てくる。

５ 月山
がっさん

の貴
き

宝山
ほうざん

から沖
おき

の方
ほう

の雲
くも

にシエラシグモが出
で

ると、２４時間
じ か ん

以内
い な い

に天気
て ん き

が変
か

わる。

６ シエラシグモが、フカダに出
で

るとガスが出て
で

くる。

７ 北風
きたかぜ

が 急
きゅう

に吹
ふ

いてくることをキタハヤダという。

この時
とき

は、早め
はや  

の帰港
き こ う

か、沖
おき

に出
で

ない。

出典
しゅってん

：「泊
とまり

地区
ち く

民俗
みんぞく

資料
しりょう

調査
ちょうさ

報告書
ほうこくしょ

」六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
むら
教育
きょういく

委員会
い い ん か い

（昭和
しょうわ

51年度
ね ん ど

）



西
せ い

暦
れ き

年号
ね ん ご う

おもなできごと ○港
みなと

のようす ◎漁
りょう

のようす ◇漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

組合
く み あ い

●整備
せ い び

・その他
   た

１７４４ 延享
え ん き ょ う

元年
が ん ね ん

◎「鮑
あ わ び

（アワビ） 七戸
し ち の へ

泊
と ま り

湊
み な と

を上品
じ ょ う ひ ん

とす。」 『
「

南部史
な ん ぶ し

要
よ う

』
」

より

１７５６ 宝暦
ほ う れ き

6年
ね ん

◎「魚
ぎ ょ

粕
か す

の原料魚
げ ん り ょ う う お

のイワシ漁
り ょ う

が始まる
は じ      

」 『七
し ち

右衛門
え も ん

文書
ぶ ん し ょ

』より

１７７０ 明和
め い わ

7年
ね ん

○「泊港
と ま り こ う

は、ヤマセが吹けば
ふ   

、船
ふ ね

を出せない
だ     

という港
み な と

だった。」『日本
に ほ ん

汐
し お

路
じ

の記
き

』より

１８３３ 天保
て ん ぽ う

4年
ね ん

◎「泊
と ま り

スルメイカ漁
り ょ う

が開始
か い し

された」 『八戸市史
は ち の へ し し

資料編
し り ょ う へ ん

』より

１８９２ 明治
め い じ

25年
ね ん

◇泊
と ま り

漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

組合
く み あ い

が設立
せ つ り つ

。上北郡下
か み き た ぐ ん か

で最初
さ い し ょ

に組織
そ し き

され、県内
け ん な い

には7漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

組合
く み あ い

あった。

１８９５ 明治 28 年 ◇県
け ん

主催
し ゅ さ い

の「イカ釣り
つ

技術
ぎ じ ゅ つ

伝習
で ん し ゅ う

」が六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
む ら

で行われた
お こ な                

。泊
と ま り

漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

組合
く み あ い

頭取
と う ど り

種市
た ね い ち

忠
ち ゅ う

七
し ち

は、

青森県
あ お も り け ん

知事
ち じ

佐和
さ わ

正
た だ し

氏
し

あてに、イカ釣り
つ

の経緯
け い い

を詳しく
く わ     

記述
き じ ゅ つ

して、感
か ん

謝状
し ゃ じ ょ う

を贈
お く

る。

１９３２ 昭和
し ょ う わ

7年
ね ん

●漁港
ぎ ょ こ う

や船溜
せ ん り ゅ う

施設
し せ つ

の整備
せ い び

が取り上げられ
と あ     

、泊港
と ま り こ う

は 3万円
ま ん え ん

の国
く に

の事業
じ ぎ ょ う

補助
ほ じ ょ

が付
つ

く。

１９３６ 昭和 11 年 ◎カツオ一本釣り
い っ ぽ ん づ     

に代って
か わ      

イワシ流網
        な が し あ み

漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

やマグロ延縄
は え な わ

漁
り ょ う

、イカ釣り
つ

漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

が行
お こ な

われる。

１９３８ 昭和 13 年 ◎泊
と ま り

に初めて
は じ      

発
は つ

電機
で ん き

が導入
ど う に ゅ う

される。

１９４９ 昭和 24 年 ◇漁業会
ぎ ょ ぎ ょ う か い

は解散
か い さ ん

消滅
し ょ う め つ

し、泊
と ま り

漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

協同
き ょ う ど う

組合
く み あ い

が誕生
た ん じ ょ う

。組合
く み あ い

長
ち ょ う

は種市忠七
た ね い ち ち ゅ う し ち

、組合員
く み あ い い ん

正
せ い

492人
に ん

●青森県
あ お も り け ん

の単独
た ん ど く

事業
じ ぎ ょ う

による泊
と ま り

漁港
ぎ ょ こ う

整備
せ い び

計画
け い か く

に基づく
も と      

工事
こ う じ

が始まる
は じ     

。2年間
ね ん か ん

。

１９５０ 昭和 25 年 ◎イカ釣り船
つ    ぶ ね

に発
は つ

電機
で ん き

が導入
ど う に ゅ う

され、500ｗ
わ っ と

の白熱
は く ね つ

灯
と う

が 4個付
こ つ

けられる。

◎ヤマデの両腕
り ょ う う で

の釣り針
つ   ば り

の数
か ず

を増やして
ふ    

釣り上げる
つ あ   

「ツカミバリ」が普及
ふ き ゅ う

。

１９５１ 昭和 26 年
●泊港

と ま り こ う

が第 1 種
だ い い し ゅ

漁港
ぎ ょ こ う

に指定
し て い

。

１９５８ 昭和 33 年 ◎「ドラム巻き式
ま    し き

」の漁具
ぎ ょ ぐ

が開発
か い は つ

され、個人
こ じ ん

の釣り
つ

の技能差
ぎ の う さ

がなくなる。

１９５９ 昭和 34 年 ●国
く に

の新農山
し ん の う さ ん

漁村
ぎ ょ そ ん

建設
け ん せ つ

総合
そ う ご う

対策
た い さ く

により「冷蔵庫
れ い ぞ う こ

」を建設
け ん せ つ

。総工費
そ う こ う ひ

215万円
ま ん え ん

。

１９６０ 昭和 35 年 ◎「生
な ま

イカ販売
は ん ば い

」を共販
き ょ う は ん

事業
じ ぎ ょ う

とし、スルメ製品
せ い ひ ん

のダンボール箱詰め
は こ づ   

出荷
し ゅ っ か

を開始
か い し

。

１９６３ 昭和 38 年 ●第二次
だ い に じ

修築
し ゅ う ち く

工事
こ う じ

完了
か ん り ょ う

。第三次
だ い さ ん じ

修築
し ゅ う ち く

事業
じ ぎ ょ う

を 8ヵ年
   ね ん

の予定
よ て い

で進
す す

める

１９６５ 昭和 40 年 ・強風
き ょ う ふ う

、高潮
た か し お

来襲
ら い し ゅ う

。漁船
ぎ ょ せ ん

の流失
り ゅ う し つ

・損壊
そ ん か い

60隻
せ き

、住宅
じ ゅ う た く

の全壊
ぜ ん か い

51棟
と う

、家屋
か お く

浸水
し ん す い

164戸
こ

重軽傷者
じ ゅ う け い し ょ う し ゃ

21人
に ん

、約
や く

１９億円
      お く え ん

を超える
こ   

大被害
だ い ひ が い

を受
う

ける。

１９６６ 昭和 41 年 ◇青
あ お

森県
も り け ん

に泊
と ま り

漁港
ぎ ょ こ う

を第４種
だ い   し ゅ

漁港
ぎ ょ こ う

（避難港
ひ な ん こ う

）としての整備
せ い び

を求める
も と       

「陳情書
ち ん じ ょ う し ょ

」を提出
て い し ゅ つ

。

１９６７ 昭和 42 年 ●泊
と ま り

漁港
ぎ ょ こ う

南側
み な み が わ

の防波堤
ぼ う は て い

（護岸
ご が ん

工事
こ う じ

）680ｍが完成
か ん せ い

し、さらに南方
な ん ぽ う

へ650ｍ延伸
え ん し ん

築造
ち く ぞ う

。

●焼山
や け や ま

地区
ち く

に「鮮魚
せ ん ぎ ょ

荷捌所
に さ ば き じ ょ

」を設置
せ っ ち

。短波
た ん ぱ

漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

無線局
む せ ん き ょ く

を開局
か い き ょ く

。給油所
き ゅ う ゆ じ ょ

の完成
か ん せ い

。

１９６８ 昭和 43 年 ◎泊
と ま り

に「全自動
ぜ ん じ ど う

イカ釣り
つ   

機
き

」が登場
と う じ ょ う

。労働
ろ う ど う

力
り ょ く

不足
ぶ そ く

を補い
お ぎ な     

、漁業
ぎ ょ ぎ ょ う

操業
そ う ぎ ょ う

形態
け い た い

が一変
い っ ぺ ん

。

１９６９ 昭和 44 年 ◇「泊
と ま り

船団
せ ん だ ん

いか釣り
つ

協議会
き ょ う ぎ か い

」を組織
そ し き

。北海道
ほ っ か い ど う

から九州
き ゅ う し ゅ う

博
は か

多港
た こ う

まで、移動
い ど う

回港
か い こ う

しながら

イカ釣り
つ

の漁場
ぎ ょ じ ょ う

を拡大
か く だ い

操業
そ う ぎ ょ う

する。

●焼山
や け や ま

と泊
と ま り

漁港
ぎ ょ こ う

が第４種
だ い し ゅ

漁港
ぎ ょ こ う

（避難港
ひ な ん こ う

）に指定
し て い

される。

１９７３ 昭和 48 年 ◎製品
せ い ひ ん

スルメを終了
し ゅ う り ょ う

し生
な ま

スルメイカを販売
は ん ば い

。家族
か ぞ く

総出
そ う で

のスルメづくり風景
ふ う け い

も消
き

えた。

１９８０ 昭和 55 年 ◇地
ち

区内
く な い

の漁獲物
ぎ ょ か く ぶ つ

を一元的
い ち げ ん て き

に集荷
し ゅ う か

する。

１９８１ 昭和 56 年 ●アワビ種苗
し ゅ び ょ う

供給
き ょ う き ゅ う

センター完成
か ん せ い

。

１９８２ 昭和 57 年 ●泊
と ま り

地区
ち く

漁民
ぎ ょ み ん

研修
け ん し ゅ う

センター完成
か ん せ い

。

２００２

～

２０１６

平成
へ い せ い

14年
ね ん

～

平成 28 年

●青森県
あ お も り け ん

は、水産
す い さ ん

流通
り ゅ う つ う

基盤
き ば ん

整備
せ い び

事業
じ ぎ ょ う

を焼山
や け や ま

漁港
ぎ ょ こ う

・泊
と ま り

漁港
ぎ ょ こ う

で実施
じ っ し

。焼山
や け や ま

漁港
ぎ ょ こ う

では、沖
お き

防波堤
ぼ う は て い

新設
し ん せ つ

、護岸
ご が ん

・岸壁
が ん ぺ き

新設
し ん せ つ

、

船
ふ ね

揚場
あ げ ば

、◇新荷捌
し ん に さ ば き

施設
し せ つ

新設
し ん せ つ

、製氷
せ い ひ ょ う

･
・

貯水
ち ょ す い

施設
し せ つ

完成
か ん せ い

、焼山
や け や ま

大橋
お お は し

新設
し ん せ つ

。泊
と ま り

漁港
ぎ ょ こ う

では、沖
お き

防波堤
ぼ う は て い

を新設
し ん せ つ

。

泊
とまり

地区
ち く

漁港
ぎ ょ こ う

の歴史
れ き し

年表
ね ん ぴ ょ う

※太字
ふ と じ

は、大切
たいせつ

な言葉
こ と ば

注
ちゅう

）漁港
ぎょこう

漁場
ぎょじょう

整備法
せ い び ほ う

では、第 1 種
だい  しゅ

漁港
ぎょこう

（地元
じ も と

漁 業
ぎょぎょう

がおもに利用
り よ う

），第
だい

2種
しゅ

漁港
ぎょこう

（第 1 種
だ い し ゅ

漁港
ぎょこう

より広い
ひろ  

範囲
は ん い

に利用
り よ う

），第 3 種
だ い   し ゅ

漁港
ぎょこう

（全国的
ぜんこくてき

に利用
り よ う

），

第 4 種
だい   しゅ

漁港
ぎょこう

（漁 業
ぎょぎょう

開発
かいはつ

や漁船
ぎょせん

の避難用
ひ な ん よ う

）に区分
く ぶ ん

している。



※古い
ふ る    

網元
あ み も と

は、ヤマニ、カネト、アキチュウ、二本柳
に ほ ん や な ぎ

の四つ
よ っ   

。アキチュウは秋田屋
あ き た や

忠
ちゅう

七
し ち

からとった屋号
や ご う

。秋
あ き

忠
ちゅう

は、はじめサッパ船
せ ん

をつくり、地引網
じ び き あ み

をやった。

漁場
ぎ ょ ば

は、全体
ぜ ん た い

で入会的
に ゅ う か い て き

に浜
は ま

を使い
つ か   

、個人的
こ じ ん て き

な漁場
ぎ ょ ば

はなかった。

      漁業
ぎょぎょう

月
つき 主

お も

な 漁
ぎ ょ

業
ぎょう

              

１月
が つ

2月
が つ

3月
が つ

4月
が つ

5月
が つ

6月
が つ

7月
が つ

8月
が つ

9月
が つ

10月
が つ

11月
が つ

12月
が つ

泊
と ま り

地区
ち く

漁
ぎ ょ

業
ぎ ょ う

暦
れ き

タコ
アワビ

マス

フノリ

アブラメ

・メヌギ

（サカ）

ワカメ

ヒラメ

イワシ

・イカコンブ

カツオ

タコ

アワビ

カレイ

ウニ
・口開け

く ち あ    

３回
   か い

出典
しゅってん

：「 泊
とまり

地区
ち く

民俗
みんぞく

資料
し り ょ う

調査
ちょうさ

報告書
ほ う こく し ょ

」 六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
むら

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

昭和
しょ うわ

51年度
ね ん ど



※昭和
し ょ う わ

38年
ね ん

「国
く に

の重要
じ ゅ う よ う

有形
ゆ う け い

民
み ん

俗文化
ぞ く ぶ ん か

財
ざ い

」指定
し て い

泊
と ま り

の丸木
ま る き

舟
ぶ ね

（日本
に ほ ん

最後
さ い ご

の丸木
ま る き

舟
ぶ ね

）

この舟
ふ ね

は、ブナやカツラの大木
た い ぼ く

（樹齢
じ ゅ れ い

160年
ねん

～170年
ねん

位
くらい

）をくり抜いた
ぬ

完全
か ん ぜ ん

な

一本作
い っ ぽ ん づ く

りで（年輪
ね ん り ん

が密
み つ

になっている部分
ぶ ぶ ん

を底
そ こ

にしていた）、海
う み

で使用
し よ う

する丸木
ま る き

舟
ぶ ね

としては、

秋田県
あ き た け ん

男鹿
お が

半島
は ん と う

の丸木
ま る き

舟
ぶ ね

と共
と も

に、日本
に ほ ん

に残る
の こ   

最後
さ い ご

のものです。丸木
ま る き

舟
ぶ ね

は、

漁師
り ょ う し

自身
じ し ん

が山
や ま

に入り
は い   

、大体
だ い た い

の形
か た ち

に彫り込む
ほ こ   

船作り
ふ ね づ く    

（フナウチ）をし、里
さ と

に下
お

ろ

してきて、最後
さ い ご

船大工
ふ な だ い く

に仕上
し あ

げてもらっていました。

泊
と ま り

の丸木
ま る き

舟
ぶ ね

は、漁船
ぎ ょ せ ん

としては小型
こ が た

で、主
お も

に岩礁
が ん し ょ う

の多い
お お   

海岸
か い が ん

での、冬
ふ ゆ

のア

ワビ漁
り ょ う

に使用
し よ う

されました。大きさ
お お      

は、長さ
な が    

180cm～500cm位
く ら い

、幅
は ば

は 50cm～

80cm位
く ら い

、高さ
た か    

は25cm～45cm位
く ら い

と大小
だ い し ょ う

さまざまで、「家
い え

にいる男手
お と こ で

の数
か ず

だ

けあった」といわれるほどたくさんあり、明治
め い じ

から大正
た い し ょ う

にかけて多く
お お   

製造
せ い ぞ う

され

ました。当時
と う じ

、磯
い そ

の漁期
ぎ ょ き

になると、海
う み

はいっせいに出漁
し ゅ つ り ょ う

する丸木
ま る き

舟
ぶ ね

で、

壮観
そ う か ん

な眺
な が

めだったそうです。昭和
し ょ う わ

30年代
ね ん だ い

には、この丸木
ま る き

舟
ぶ ね

の大木
た い ぼ く

が確保
か く ほ

で

きなくなり、すっかり見
み

られなくなりました。   

泊
とまり

漁港
ぎょこう

付近
ふ き ん

でのアワビ漁
りょう

の丸木
ま る き

舟
ぶね

※写真

しゃしん

撮 影 者

さつえいしゃ

目代

めだい

健

けん

三

ぞう

氏

し

1977年

ねん



カッコ船
せ ん

（ムダマハギ型
が た

漁船
ぎ ょ せ ん

）

※ 「泊
とまり

地区
ち く

民俗
みん ぞく

資料
し り ょ う

調査
ち ょ う さ

報告書
ほ う こ く し ょ

」 六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
む ら

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

昭和
し ょ う わ

５１年度版
    ね ん ど ば ん

より

泊
と ま り

のカッコ船
せ ん

は、丸木
ま る き

舟
ぶ ね

より軽く
か る   

波
な み

が入
は い

らず波
な み

に乗りやすく
の     

、多少
た し ょ う

の波
な み

でも操業
そ う ぎ ょ う

できた。明治
め い じ

以降
い こ う

、丸木
ま る き

舟
ぶ ね

と併用
へ い よ う

する形
か た ち

で、カッコ船
せ ん

が使
つ か

われる

ようになる。当初
と う し ょ

は、現在
げ ん ざ い

のカッコ船
せ ん

より少し
す こ   

大きく
お お    

３から４人
  に ん

乗り
の

で、長さ
な が   

は、２３尺
じ ゃ く

（約
や く

７ｍ）で、幅
は ば

３尺
  じ ゃ く

位
く ら い

（約
や く

１ｍ）あった。船
せ ん

底部
て い ぶ

にムダマと

呼ばれる
よ    

材
ざ い

を用い
も ち   

、舷側板
げ ん そ く ば ん

（棚板
た な い た

）を取り付けて
と つ   

いる構造
こ う ぞ う

である。ハギ

は、接ぎ合わせ
つ あ   

、造船
ぞ う せ ん

するという意味
い み

である。

始
は じ

めカツオ釣り
づ

に使った
つ か    

が、カツオが獲れなく
と   

なった大正
た い し ょ う

から昭和
し ょ う わ

にか

けて、イカ漁
り ょ う

に使われた
つ か       

。カッコ船
せ ん

の後
あ と

に川崎
か わ さ き

船
せ ん

が使
つ か

われた。

昭和
し ょ う わ

５０年代
    ね ん だ い

（１９７５～）のカッコ船
せ ん

は、小さく
ち い     

なり一人
ひ と り

乗り
の

となり、磯
い そ

漁
り ょ う

（イソマワリ）に使われて
つ か        

いる。推進
す い し ん

具
ぐ

は、車
く る ま

櫂
が い

で、船外機
せ ん が い き

は使って
つ か      

いな

い。コンブやワカメ漁
り ょ う

は大きめ
お お     

の船
ふ ね

で、ウニやアワビは小さめ
ち い     

の船
ふ ね

が使
つ か

わ

れていた。

泊
とまり

漁港
ぎ ょ こ う

付近
ふ き ん

でのアワビ漁
りょう

のカッコ船
せん

※写真
しゃしん

：目代
め だ い

健
けん

三
ぞう

氏
し

撮影
さつえい

１９７７年
       ね ん



  船
ふ ね

の 変
へ ん

遷
せ ん

※ 「泊
とまり

地区
ち く

民俗
みん ぞく

資料
し り ょ う

調査
ち ょ う さ

報告書
ほ う こ く し ょ

」 六ヶ所
ろ っ か し ょ

村
む ら

教育
きょういく

委員会
い い ん か い

昭和
し ょ う わ

５１年度版
    ね ん ど ば ん

より

泊
と ま り

で漁
り ょ う

に使った
つ か     

船
ふ ね

は、昔
む か し

は丸木
ま る き

舟
ぶ ね

で、その後
  ご

、カッコ船
せ ん

、サッパ船
せ ん

、

改良
か い り ょ う

船
せ ん

、川崎
か わ さ き

船
せ ん

、動力
ど う り ょ く

船
せ ん

と続く
つ づ

。昭和４０年
    ね ん

以降
い こ う

（１９６５～）は、全国的
ぜ ん こ く て き

に

FRP（強化
き ょ う か

プラスチック）船
せ ん

が普及
ふ き ゅ う

し始め
  は じ    

、泊
と ま り

では、昭和
し ょ う わ

５７年
    ね ん

頃
ご ろ

（１９８２）

からFRP船
せ ん

が普及
ふ き ゅ う

し、木造
も く ぞ う

船
せ ん

が減少
げ ん し ょ う

していく。泊
と ま り

地区
ち く

は、船
ふ ね

の発達
は っ た つ

過程
か て い

を

見る
み

ことのできる地域
ち い き

である。

丸木
ま る き

舟
ぶ ね

：冬
ふ ゆ

、アワビとりに使った
つ か      

。材料
ざ い り ょ う

はブナ材
    ざ い

が多く
お お

、カツラ材
      ざ い

も少し
す こ   

見られた
み    

。他
ほ か

の木
き

は適当
て き と う

な太さ
ふ と   

のものがなかった。

カッコ船
せ ん

：丸木
ま る き

舟
ぶ ね

から発展
は っ て ん

した構造
こ う ぞ う

の漁船
ぎ ょ せ ん

で、原木
げ ん ぼ く

の入手難
に ゅ う し ゅ な ん

と多少
た し ょ う

の

波
な み

でも漁
り ょ う

ができるという理由
り ゆ う

で使用
し よ う

された。

サッパ船
せ ん

：地引網
じ び き あ み

に使った
つ か     

船
ふ ね

で、カッコ船
せ ん

より大型
お お が た

でいつごろから使用
し よ う

したかは不明
ふ め い

。四
よ っ

つの網元
あ み も と

（山
や ま

ニ・カネト・秋
あ き

忠
ち ゅ う

、二本柳
に ほ ん や な ぎ

）が、サ

ッパ船
せ ん

を作り
つ く   

地引網
じ び き あ み

漁
り ょ う

を行
お こ な

っていた。

改良
か い り ょ う

船
せ ん

：関東
か ん と う

地方
ち ほ う

からカツとり（カツオとり）に

持って
も   

来た
き

帆かけ
ほ   

船
ふ ね

で、カイリュウ船
せ ん

という人
ひ と

もいた。やんの船
せ ん

を改良
か い り ょ う

した船
ふ ね

。

川崎
か わ さ き

船
せ ん

：佐渡
さ ど

の方
ほ う

からイカ釣り
つ

に来た
き

のが始まり
は じ     

で、大正
た い し ょ う

時代
じ だ い

初期
し ょ き

に

使われた
つ か       

。イワミ、カネサ（佐渡
さ ど

から来た
き

人
ひ と

:佐々木家
さ さ き け

の屋号
や ご う

）、

村上
む ら か み

（越前
え ち ぜ ん

から来た
き

人
ひ と

）などが、川崎
か わ さ き

船
せ ん

を使っ
つ か   

た。

泊
とまり

漁港
ぎ ょ こ う

に入港
にゅうこう

する川崎
か わさ き

船
せん

の人
ひ と

たち  高梨
た か な し

清
せい

次郎
じ ろ う

氏
し

提供
ていきょう

大正
たいしょう

時代
じ だ い


