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連
史
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・
ゆ
か
り
の
地

上
・
下
市
場
町
の
残
影

（
小
浜
市
今
宮
区
）

上・下市場町は近代にもその機
能を維持し、戦後もしばらくは商
店が並んでいたといいます。とこ
ろが 1980 年代に小浜新港（川
崎地区）の開発が完了すると、
多くの商店は新港へと移転して
いきました。今や市場の面影は
ほとんどありませんが、地区の中
心に残る市蛭子神社が、市場の
守り神としてその名残を伝えてい
ます。

【住所】小浜市小浜今宮（JR 小浜駅より徒歩約 10 分）

戦前の今宮区（井田家古写真）

現在の今宮区と市蛭子神社

参考資料等 小浜市史編纂委員会編『小浜市史』通史編 上巻　小浜市　

福井県立若狭歴史博物館執筆・協力

平
成
27
年
に
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ

た
「
鯖
街
道
」。
そ
の
起
点
が
、

小
浜
市
広
峰
に
あ
る
「
い
づ
み
町
商
店

街
」で
す
。
名
前
に
あ
る「
い
づ
み
町
」（
和

泉
町
）
と
は
江
戸
時
代
の
町
名
で
、
現
在

の
商
店
街
が
そ
の
範
囲
に
当
た
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
和
泉
町
の
北
側
、
ち
ょ
う
ど
小

浜
市
今
宮
の
辺
り
に
「
上
市
場
」「
下
市

場
」
と
い
う
町
名
が
あ
っ
た
こ
と
は
意
外

と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

実
は
こ
の
上
市
場
・
下
市
場
に
は
、
江

戸
時
代
を
通
じ
て
魚
市
場
が
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
市
場
で
の
出
来
事
な
ど
を
記

録
し
た『
市
場
仲
買
文
書
』（
個
人
蔵
）に
、

“
こ
の
市
場
は
、
先
の
京
極
高
次
さ
ま
が

一
国
一
城
の
お
城
を
建
て
る
と
き
、
上
下

市
場
町
や
突つ

き
ぬ
け
ち
ょ
う

抜
町
は
も
と
も
と
芦あ

し
は
ら原
や

沼
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
埋
め
立
て
て
屋
敷

地
に
し
た
”
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
ま

す
。
も
と
も
と
低
湿
な
土
地
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
を
開
発
し
、
埋
め
立
て
た
土
地
に
は

残
ら
ず
町
屋
が
建
ち
、
市
場
が
つ
く
ら
れ

た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
登
場
す
る
京
極
高
次
は
初
代

小
浜
藩
主
と
な
っ
た
人
物
で
、「
浅
井
三

姉
妹
」
の
次
女
、
初は

つ

（
常じ

ょ
う
こ
う
い
ん

高
院
）
の
夫
と

し
て
も
有
名
で
す
。
も
と
も
と
近
江
北

部
を
拠
点
と
し
た
高
次
は
織お

だ田
信の

ぶ
な
が長

や

豊と
よ
と
み臣

秀ひ
で
よ
し吉

に
仕
え
な
が
ら
徐
々
に
勢
力

を
伸
ば
し
、
文
禄
４
（
１
５
９
５
）
年
に

秀
吉
か
ら
大
津
６
万
石
を
与
え
ら
れ
ま

し
た
。

　

秀
吉
の
没
後
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
東

軍
（
徳と

く
が
わ
い
え
や
す

川
家
康
）
方
に
付
き
、
大
津
城
で

籠
城
。
そ
の
功
績
が
家
康
に
認
め
ら
れ
て

若
狭
８
万
５
千
石
を
拝
領
し
ま
し
た
。
後

に
加
増
さ
れ
た
小
浜
藩
領
約
11
万
石
は
、

江
戸
時
代
の
小
浜
藩
領
の
基
本
的
な
石

高
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

　

高
次
が
若
狭
を
拝
領
し
た
の
は
慶
長

５
（
１
６
０
０
）
年
、
そ
の
翌
年
か
ら
は

小
浜
城
の
建
設
を
始
め
ま
す
。
こ
の
と

き
、
城
と
同
時
に
城
下
町
の
整
備
を
行
っ

て
お
り
、
小
浜
の
魚
市
場
も
こ
の
と
き
に

整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

高
次
は
慶
長
14
（
１
６
０
９
）
年
に
亡

く
な
り
、
家
督
は
子
忠た

だ
た
か高
が
継
ぎ
ま
す

が
、
寛
永
11
（
１
６
３
４
）
年
に
出
雲
松

江
へ
の
転
封
を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
の

後
、
若
狭
に
は
酒
井
家
が
入
り
ま
し
た
。

藩
主
が
替
わ
っ
て
も
市
場
は
魚
商
売
で

賑
わ
い
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
京
都
へ
と

海
産
物
を
供
給
し
続
け
ま
す
。
そ
し
て
現

代
で
も
、
鯖
を
は
じ
め
と
す
る
若
狭
の
魚

は
京
都
で
重
宝
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
鯖
街
道
」
の
言
葉
は
『
市
場
仲
買
文

書
』
の
「
生
鯖
塩
し
て
担
い
京
に
行
き
仕

る
」
と
い
う
一
文
に
由
来
す
る
と
も
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
城
下
町
小
浜
と
そ
の
魚
市

場
を
整
備
し
た
京
極
高
次
は
、「
鯖
街
道
」

の
礎
を
作
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
す
。

　

京き
ょ
う

極ご

く

高た

か

つ

ぐ次
、

「
鯖
街
道
」
起
点
の

礎
を
築
く　

京極高次肖像
（丸亀市資料館蔵）
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