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たかおかものづくりⅡ しっ　き
すげ　がさ

へん

明治・大正時代に笹原文次と井上佐太郎

という人がそれぞれ捺染の技術を改良

しました。2人の発明によって京都の染物

にも負けない鮮やかなデザインの布を

安く生産することができました。

捺染は布にスタンプのように模様をつける

染物の手法です。江戸時代、高岡の染物は

盛んでしたが、明治時代に入ると衰退し

ま した。

高価な京都の着物を買えない人たちに

喜ばれ、高岡捺染は昭和10年には染物

生産額で日本一となるほど栄えました。

高岡捺染は
平成初め頃まで
高岡の花形
産業だったんだ！
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たかおか歴史年表
れき  し   ねん ぴょう

300頃 593 710 794 1185 1192 1334 1573 1603 1868 1912 1926 1989 2019

高岡市内には古代に越中国府が置かれた伏木や、近世には

高岡城と城下町がつくられるなど高岡市域は富山県の歴史の

中で大事な舞台となりました。また1,300年前に大伴家持が

見た景色や、瑞龍寺や勝興寺などの日本を代表する建物や

歴史的町並みが残されています。

たくさんの顔を持つ「たかおか」のいろいろな面を知ることで

「たかおか」のよさを再発見することが目的です。

「知っていそうで知らなかった高岡」から「まわりの人に

ちょっと話したくなる高岡」にしましょう。

つかいかた

やくそく

もっと
しりたい人は

たかおか解体新書って？ 次のページからのエピソードやスタンプ箇所となっている施設
での情報を参考にして「たかおか」のことをもっと知ろう。

今回参考にした
資料など

ふれてみよう

聞いてみよう

見てみよう1

2

3

・熱中症やけがに気をつけよう
・車に気をつけよう
・施設の人やまちの人にすすんであいさつをしよう

・『伝統工芸高岡漆器』
・『高岡漆物語』
・『福岡町の菅と菅笠』
・『福岡町史』

漆器編

菅笠編

弥生時代 古墳時代 飛鳥時代 奈良時代 平安時代 鎌倉時代 室町時代

安土桃山時代

江戸時代 明治 昭和 平成

大正

令和

・『高岡市史』
・高岡市立博物館
・高岡市福岡歴史民俗資料館
・高岡市埋蔵文化財センター

利長くん

高峰譲吉博士

家持くん
としながやかもち

見て、聞いて知った情報から当時の
ようすをイメージしてみよう

まわりの人や博物館などで聞いてみよう

スタンプ箇所などで展示して
あるものをよく観察しよう
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行ってみよう
い

おぼえがきとしなが

スタンプポイント

Episode漆器

身近にはどんな漆器があるかな。探してみよう。

「漆」はうるしの木から採取された樹液のことだよ。
漆を塗ると、器が堅くなるから割れにくくなるし、水にも強くなる
んだよ。
また、漆塗りの器に入れた料理は腐りにくいと言われているよ。
だからお正月のおせち料理やお弁当をいれる重箱には、昔から
漆器が使われてきたんだね。

高岡漆器の始まり高岡漆器の始まり

今から約400年前、前田利長というお殿さまに

よって栄え始めた高岡の町には、指物師（家具職人）を

はじめとする様々な職人や商人が移り住みました。

指物師が、たんすや鏡台、膳（食器をのせる台）

などの生活道具や家具に漆を塗ったことから、

高岡の漆器の歴史が始まりました。これらの家具

は朱漆で着色されたので「赤物」と呼ばれ、

加賀藩の外にも売られました。

やがてお城の建物がなくなり、皆、金沢へ移りました。

このため、高岡の漆器は、町民向けに様々な漆器産地の技術を

取り入れて発展しました。

利長くん覚書 どうして漆を塗るの？

スタンプが押せる時間／9:00～16:30
定休日／火曜（祝日の場合は翌平日）

高岡御車山会館
ユネスコ無形文化遺産「山・鉾・
屋台行事」の1つである高岡御車
山祭の歴史と文化を紹介してい
ます。実際の御車山が展示されて
いるほか、大型スクリーンで祭の
様子を体感することができます。

伝統産業・民俗ゾーンでは、漆器製作の道具が展示

されています。漆器づくりでは木地、塗り、研ぎ、磨き

など30を超える工程のほとんどが手作業で行わ

れています。

通町の後屏

二番町の車輪

江戸時代の中頃になると辻丹甫など

の名人が現れて高岡御車山の装飾に

みられるような美術工芸品としての漆

作品が作られるようになりました。
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それぞれの技法の美しいところはどんなところか
考えてみよう

高岡漆器の発展と技法高岡漆器の発展と技法

幕末の加賀藩は一般町民のぜいたくを制限したため、町民向けの高岡の

漆器は、金を使わずに彫刻や色漆などで装飾する技法が発達しました。

「勇助塗」を作った石井勇助や錆絵の三村卯右衛門などの名人によって

高岡漆器の評価が高まり、特産品として知られるようになりました。

高岡　器の
らでん細工とは

スタンプポイント

高岡地域地場産業センター
ZIBA（ジーバ）

らでん細工はアワビ貝、夜光貝、蝶貝など
光沢のある貝を薄く削りカットし貼り付け
ることで色んな絵柄を描きだす技法の
こと。貼り付けた貝が透けて青く見える
ことから、高岡では「青貝塗」と呼ばれて
きたよ。高岡の青貝塗は国内のらでん
細工商品のおよそ９割を占めていると
言われているよ。

高岡漆器をはじめとする伝統的工
芸品の製作工程や歴史の紹介の
ほか様々な高岡漆器が展示販売
されています。また、蒔絵の絵付け
体験ができます（要予約）。
スタンプが押せる時間／10:00～18:00
定休日／水曜

明治時代には富山県工芸学校（現在の県立高岡工芸高校）が設立され、

鯛盆など新たなデザインや彫刻塗の技法が開発されました。

昭和50年（1975）に国の伝統的工芸品の指定を

受けました。最近ではアクセサリーや、らでんガラス、

箸など現代の暮らしに合った漆器が作られて

います。

Episode漆器

利長くん覚書
おぼえがきとしなが

明治大正の有名な小説家
夏目漱石の『虞美人草』にも
高岡漆器は登場するよ

高
岡
漆
器
の

代
表
的
な
技
法 彫刻塗

辻丹甫を元祖とし、彫りこまれた
立体感と独特の艶が特徴。

青貝塗

輝く貝殻の薄い破片を組み
合わせて山水、花鳥などを
表現する技法。

勇助塗

唐風（中国風）のデザインに花鳥、人物
などの錆絵、要所に青貝や玉石を施す
総合技法。
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　しっ　き　　　　 きん　　 つか　　　　　　  ちょう  こく　　   いろ うるし　　　　　　 そう しょく　　　　    ぎ　ほう　　   はっ  たつ

   　 ゆう  すけ  ぬり　　　  つく　　　　   いし    い　ゆう すけ　　  さび   え　　　 み    むら　う　 　え　　 もん　　　　　　  めい じん

　たか おか  しっ　き　　   ひょう  か　　　たか　　　　   とく   さん  ひん　　　　　　 し

   めい　じ　 じ　だい　　　　    と   やま けん  こう  げい がっ  こう　  げん  ざい　　  けん りつ  たか おか こう  げい  こう  こう　　　  せつ りつ

   たい ぼん　　　　  あら  　　　　　　　　　　　　　　  ちょう  こく  ぬり　　　 ぎ    ほう　　  かい はつ

  しょう  わ　　　 ねん　　　　　　　　　  くに　　  でん  とう てき  こう  げい ひん　　　し  てい

　 う　　　　　　　　　 さい きん

　はし　　　　   げん だい　　　 く　　　　　　　 あ　　　　　しっ　き　　　 つく

たか おか   ち     いき　じ　 ば　さん ぎょう
 たか      おか　　しっ　　 き

　　　　　　　　　  ざい　　 く

 お じ  かん

ていきゅう び　　  すい よう

めい  じ たいしょう　ゆうめい　   しょうせつか

なつ め  そうせき　　　ぐ    び  じんそう

たかおかしっき　　とうじょう

た
か　

 
 

お
か　
　

し
っ　
　

き

だ
い　

 

ひ
ょ
う 

 

て
き　
　
　
　
　

ぎ　
　

ほ
う

 つじ    たん　 ぽ　　　 がん　そ　　　　　　　ほ

  りっ　たい   かん　　　どく　 とく　　　 つや　　　   とく   ちょう

かがや　　かい   がら　　　 うす　　　   は　へん　　　  く

   あ　　　　　　　　   さん   すい　　  か    ちょう

ひょう  げん　　　　　　ぎ　 ほう

    とう    ふう　   ちゅう   ごく　ふう　　　　　　　　　　　　　　　　　か　ちょう　　じん   ぶつ

　　　　　　　  さび　 え　　  よう　しょ　　　 あお   がい　　　ぎょく   せき　　  ほどこ

  そう    ごう　 ぎ 　 ほう

 たか  おか   しっ　き　　　　　　　　　　　　　　　　でん   とう   てき    こう

 げい   ひん　　    せい   さく　こう   てい　　　 れき　 し　　　  しょう かい

　　　　　 さま   ざま　　　たか  おか　しっ　 き　　　  てん　 じ　 はん  ばい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まき　 え　　　　え　  つ

 たい  けん よう  よ  やく

　　　　　ざい   く　　　　　　　  がい　  や   こう がい   ちょうがい

こう  たく　　　　　   かい　　うす　  けず　　　　　　　    は　　 つ

　　　　　　　いろ　　　　   え    がら　　えが　　　　　　 ぎ　ほう

　　　　  は　　   つ　　　　  かい　　   す　　　　  あお　　み

　　　　　　　  たか おか　　　　    あお がい ぬり　　　 よ

　　　　　　 たか おか　　 あお がい ぬり　　  こく  ない

ざい　く   しょうひん　　　　　　　　　  わり　　   し

 い

 し っ 　 き

しっ　　　き
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菅笠づくりの歴史を

学んでみよう！

菅笠の良さって？

スタンプポイント

高岡市福岡歴史民俗資料館

菅笠にふれて、その良さを感じてみよう

福岡歴史民俗資料館では菅

笠の歴史や、スゲの栽培こよ

み、輸送の様子、菅笠づくりの

伝統的な技法などが詳

しく解説、展示されて

います。

菅笠は軽いうえに、日差しを防ぎ、風通しが良いの
で涼しいんだ。さらにスゲは水に強くて雨や雪をはじ
くよ。雨具や日よ
けにとても適した
素材なんだよ。

菅笠をはじめ福岡地域の資料を中心に展示して
います。建物は菅笠問屋として財を成した寿原氏
から寄贈を受けたもので、国の登録文化財になって
います。

菅笠づくりに必要なスゲの栽培には、

肥沃な水田が必要ですが、日当たりが悪く水はけの

悪い田でも育ちます。そのため稲作に適さない水田で

栽培されました。

福岡地域は加賀藩最大の菅笠生産地で、金沢に集められて日本各地へ

と運ばれました。幕末に加賀のお殿さまが京都を訪れた際には、

「 どのように 軽く見えても 皆人の 下には置かぬ 加賀の菅笠 」

（あんまり目立たないけど、誰も加賀藩をぞんざいに扱わないよね）

と、お殿さまが菅笠にたとえられるほど、加賀藩の菅笠は広く

知られていました。

越中福岡の菅笠越中福岡の菅笠

スタンプが押せる時間／9:00～16:30
定休日／月曜（祝日の場合は翌平日）　冬季（12月29日～2月末日）

見てみよう
み

菅笠は奈良時代から雨具として使われ

ていました。越中の菅笠は江戸時代に

加賀藩のお殿さまによって菅笠づくりが

推進され、盛んになりました。

伊勢、近江、越後、加賀などから様々な

笠の製法が伝わり、福岡や立野は菅笠

どころとして発展しました。

利長くん覚書
おぼえがきとしなが

Episode菅笠

スゲの収穫

福
岡
地
域
の
菅
笠
は

質
も
高
い
と
評
判
だ
った
ん
だ
！

え っ 　 　   ち ゅ う 　 　   ふ く 　 　 　お か 　 　 　 　 　 　 　  す げ 　 　   が さ

すげ  がさ　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　　  かん

  すげ  がさ　　　 な　  ら　   じ　だい　　　　　あま　 ぐ　　　　　　　つか

　　　　　　　　　　　　　えっ ちゅう　　   すげ  がさ　　　  え　  ど　   じ　だい

　か　 が　はん　　　　　との　　　　　　　　　　　　  すげ  がさ

  すい  しん　　　　　　さか

すげ がさ　　　　　　　　 ひつ  よう　　　　　　　　　  さい  ばい

  ひ　よく　　　すい  でん　　  ひつ   よう　　　　　　　　    ひ　 あ　　　　　　　 わる　　みず

わる　　　た　　　　　そだ　　　　　　　　　　　　　　　　 いな  さく　　　てき　　　　　　　すい でん

さい  ばい

  い　 せ　　   おうみ　　  えち　ご　　   か 　が　　　　　　　　　  さま  ざま

かさ　　  せい   ほう　　　つた　　　　　  ふく  おか　　   たて　の　　　すげ  がさ

　　　　　　　　　　　  はっ  てん

ふく  おか　ち　いき　　　か　 が　はん  さい  だい　　  すげ がさ せい   さん   ち　　　　かな ざわ　　  あつ　　　　　　　　　に　ほん  かく　ち

　　はこ　　　　　　　　　　　   ばく  まつ　　   か　  が　　　　　 との　　　　　　 きょう  と　　  おとず　　　　  さい

　　　　　　　　　　　　かる　　  み　　　　　　　みな  ひと　　　 した　　　　　 お　　　　　　 か　 が　　　すげ がさ

　　　　　　　　　め　 だ　　　　　　　　　　　　だれ　　　か　 が   はん　　　　　　　　　　　　 あつか

　　　　　との　　　　　　 すげ  がさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   か　 が　はん　　  すげ がさ　　   ひろ

  し

たか  おか    し     ふく   おか  れき　し　みん   ぞく　 し   りょう  かん

す げ   が さ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  れ き 　  し

 お じ  かん

ていきゅう び げつよう  しゅくじつ ば  あい よく へい じつ　　　 とう   き　　　　がつ　　　にち　　　 がつまつじつ

すげ　   がさ　　　　　   よ

しゅうかく

ふ
く
お
か
ち 

い
き
　 

す
げ
が
さ

し
つ
　 

た
か
　
　
ひ
ょ
う
ば
ん

すげ  がさ　　　　　　　　　  ふく   おか　ち　 いき　　　  し    りょう　　 ちゅう  しん　　   てん     じ

　　　　　　　  たて   もの　　    すげ  がさ   どん　や　　　　　　　ざい　　　 な　　　　　  す　 はら　 し

　　　　  き　ぞう　　　う　　　　　　　　　　　　    くに　　　とう   ろく   ぶん   か　ざい

ふく    おか　れき　 し　 みん   ぞく　  し　りょう  かん　　　　　すげ

がさ　　　 れき　し　　　　　　　　　　　　さい   ばい

　　　     ゆ     そう  　　   よう　 す　　 すげ  がさ

でん    とう    てき　　　　ぎ　 ほう　　　　　　　　 くわ

　　　  かい  せつ　   てん　 じ

すげがさ　　　　　　れき   し

　　 まな

すげ がさ　　 かる　　　　　　　　    ひ　 ざ　　　　ふせ　　　かぜ とお　　　　 よ

　　すず　　　　　　　　　　　　　　　　　　   みず　　つよ　　　 あめ　　ゆき

　　　　 あま　ぐ　　　  ひ

　　　　　　　　　てき

  そ   ざい

す げ  が さ

すげ　　  がさ
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行ってみよう
い

1アール
(100m²)

10m

10m

スタンプポイント

雅楽の館

福岡が菅笠生産全国一となっている
理由を考えてみよう

菅笠展示コーナーでは、様々なスゲ作品

を観ることができるほか、菅笠づくり の

道具の展示がされています。実際にか

ぶることのできる菅笠もありますので、

ぜひ体験してみましょう。

1アールの田んぼからおよそ190個の菅笠を
作ることができるよ。
だけど、材料になるスゲの栽培は重労働で、
生産量はだんだん減っているから、とても貴
重なんだ。

かつて菅笠問屋だった建物を
活用し様々な菅笠を販売している
ほか、福岡で江戸時代末期から
続く雅楽の楽器や装束を展示し
ています。

１枚の田んぼから菅笠はいくつできるの？利長くん覚書
おぼえがきとしなが

福岡駅に積まれた菅笠（昭和10年頃）

スタンプが押せる時間／9:00～16:30
定休日／月曜・火曜（祝日の場合は翌日）
　　　　年末年始（12月29日～1月3日）

開庁時間／8:30～17:15
休庁日／土曜・日曜・祝日

福岡菅笠の繁栄と現在福岡菅笠の繁栄と現在福岡菅笠の繁栄と現在福岡菅笠の繁栄と現在福岡菅笠の繁栄と現在福岡菅笠の繁栄と現在

菅笠づくりには、笠骨づくりと笠縫い

の工程があります。笠骨づくりは男性

の仕事、笠縫いは女性の仕事とされ、

農家の貴重な収入源でした。

今では、昔ながらの菅笠のほか、現代の生活スタイル

に合わせた色やデザインの菅笠も登場しています。

Episode菅笠

菅笠は、高岡や石動の商人のほか福岡、

立野の笠問屋によって買い集められ、

金沢に送るほかに関東や関西、東北、

九州に売られました。福岡には菅笠問屋

が並び、菅笠が町の経済を支えました。

現在もスゲの栽培から菅笠づくりまでの工程が伝統的な技法で行わ

れており、全国で販売される菅笠の約９割が福岡で作られています。

平成21年（2009）には国の重要無形民俗文化財に指定されました。

笠縫いの様子

ふく　　  おか　　 すげ　　  がさ　　　　　　 はん　　  えい　　　　　　げん　　  ざい

ふく　おか　　　すげ  がさ   せい   さん  ぜん   こく　いち

   り　 ゆう　　  かんが

  すげ  がさ　　　　　　　　　　　　 かさ  ぼね　　　　　　　　 かさ　 ぬ

　　　こう   てい　　　　　　　　　　　　 かさ  ぼね　　　　　　　　   だん  せい

　　　  し　ごと　　かさ　ぬ　　　　　  じょ  せい　　　  し　ごと

  のう　か　　　  き   ちょう　　しゅうにゅう げん

すげ がさ　　　  たか おか　　   いするぎ　　  しょう にん　　　　　　   ふく  おか

たて　の　　　 かさ  どん　や　　　　　　　　　  か　　　 あつ

かな  ざわ　　   おく　　　　　　　　　  かん  とう　　　かん さい　　とう   ほく

きゅうしゅう　　  う　　　　　　　　　　　　ふく  おか　　　　　すげ がさ  どん　や

　　  なら　　　   すげ がさ　　　まち　　　けい ざい　　  ささ

 げん  ざい　　　　　　　　　  さい  ばい　　　　   すげ  がさ　　　　　　　　　　　　　こう   てい　　　でん   とう  てき　　　  ぎ     ほう　　  おこな

　　　　　　　　　　ぜん  こく　　　 はん  ばい　　　　　　　すげ  がさ　　　やく　　  わり　　　 ふく   おか　　   つく

へい  せい　　　  ねん　　　　　　　　　　　　　くに　　　じょう  よう　む　けい  みん  ぞく   ぶん   か　ざい　　　 し    てい

いま　　　　　　むかし　　　　　　　　  すげ がさ　　　　　　　　  げん だい　　  せい  かつ

　　 あ　　　　　　　  いろ　　　　　　　　　　　　　   すげ  がさ　　   とう  じょう

  が    がく　　  やかた

た か   お か     し 　  や く 　 し ょ 　 　ふ く 　 お か 　  し 　  し ょ

じ かん

かいちょう じ  かん

きゅうちょう び　　　ど   よう　 にち よう　しゅくじつ

お

ていきゅう び　　　げつ よう　   か  よう　しゅくじつ　　  ば　あい　　 よくじつ

　　　　　　　　  ねん まつ ねん  し　　　　 がつ　　　にち　　　 がつ みっか

　　　まい　　　　  た　　　　　　　　　　　　  すげ　 がさ

かさ   ぬ　　　　   よう   す

ふく  おか えき　　   つ　　　　　　  すげ がさ　  しょう  わ　　　ねん ごろ

　　　　　　　 すげ  がさ   どん     や　　　　　　　   たて   もの

 かつ よう　　 さま  ざま　　  すげ がさ　　 はん ばい

 　　　　　  ふく  おか　　　 え　  ど　  じ    だい   まっ　 き

つづ　　  が　がく　　   がっ　き　　　しょう ぞく　　   てん　じ

 すげ  がさ   てん　じ　　　　　　　　　　　　　　　 さま   ざま　　　　　　　 さく   ひん

 　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すげ   がさ

  どう　  ぐ　　　   てん 　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じっ    さい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　すげ   がさ

 　　　　　 たい   けん

　　　　　　　　　 た　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　すげ がさ

つく

　　　　　　  ざいりょう　　　　　　　　　　　  さい ばい　　じゅうろう  どう

せい  さんりょう　　　　　　　　　　 へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き

ちょう

す げ  が さ

すげ　　  がさ
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打撃

石を割る 形を整える 石で磨く 穴を開ける 仕上げ磨き

石針 完成

弥生時代の炊飯器

スタンプポイント

高岡市埋蔵文化財センター

番外編

埋蔵文化財センターでは、柔らかい石を使った

勾玉づくりが体験できます。（1個200円）

自分だけの勾玉を作りながら古代のものづくり

を感じてみよう。

装飾が多くバケツのような形の縄文土
器と違い、煮炊き用の弥生土器は、ふく
らみがあって底が細くなっているよ。こ
れはお米を炊いた後、お湯を捨てて炭
火の上で土器を横に転がして蒸らすた
めなんだ。お米は10分程度蒸らすこと
でおいしく食べられるよ。弥生時代の人
たちもやっぱりおいしいものが好きだっ
たんだね。

市内で発掘された石器や土器、農
具などを通して、たかおかの歴史が
紹介されています。
勾玉のほかにも織物（ブレスレット
づくり）などが体験できます。

完成品の管玉は直径4mm、長さ10mmで、直径2.5mmの穴が

あるとても細やかなものです。石塚遺跡では現在の富山

県域の中でも早くから高度なものづくりが行われていました。

古代のものづくり古代のものづくり

触れてみよう

スタンプが押せる時間／9:00～16:00
定休日／月曜・火曜（祝日の場合は翌日）
　　　　冬季（12月29日～2月末日）

ふ

弥生時代の人々は、管状の石（管玉）

を多数連ねたネックレスやヒスイの

勾玉などで着飾っていました。

市内では、弥生時代の中頃（今から2,100年前

頃）の管玉やヒスイの勾玉づくりの工房が発見

されています。（石塚遺跡）

当時はヒスイのような

緑色が好まれたんだよ

家持くん覚書
おぼえがきやかもち

古代人のものづくりを体験してみよう

その後、弥生時代の後期（今から2,000年前頃）になると多くの集落

（下老子笹川遺跡など）で管玉や勾玉が作られるようになっていきました。

勾玉づくりに

挑戦してみよう！

側面が焦げた

弥生土器 （石塚遺跡）

側面が焦げた

弥生土器 （石塚遺跡）

管玉とヒスイの勾玉
（下老子笹川遺跡）

たか おか   し　まい  ぞう  ぶん   か   ざい

   こ　　　 だい

こ　 だい   じん　　　　　　　　　　　　　　　　 たい　けん

   やよ い　   じ　だい　　　ひと  びと　　　　 くだ  じょう　　   いし　   くだ   たま

　　   た    すう　つら

まが   たま　　　　　　　 き　かざ

  し　 ない　　　　　　    やよ い　   じ　だい　　　なか  ごろ　　いま　　　　　　　　　　　  ねん  まえ

ごろ　　　　  くだ   たま　　　　　　　　　　　　まが  たま　　　　　　　　　こう    ぼう　　　はっ   けん

　　　　　　　　　　　　　　   いし  づか   い    せき

  かん せい  ひん　　   くだ   たま　　 ちょっ けい　　　　　 　 なが　　　　　　　　　　　 ちょっ けい　　　　　　　　  　 あな

　　　　　　　　　　  こま　　　　　　　　　　　　　　　　　 いし  づか    い   せき　　　　　げん ざい　　　 と    やま

  けん  いき　　   なか　　　　   はや　　　　　　 こう　 ど　　　　　　　　　　　　　　　おこな

　　　　　  ご　        やよい　    じ   だい　　　こう　き　　 いま　　　　　　　　　　　 ねん まえ   ごろ　　　　　　　　　　おお　　　　しゅう  らく

　   しも  おい   ご　ささ  がわ  い　せき　　　　　　　   くだ  たま　　　まが  たま　　   つく

　 やよ い　　     じ　　だい　　　　  すい 　  はん　　き

くだ  たま　　　　　　　　　  まが たま

　   しも おい　ご　ささ  がわ   い   せき

だ　げき

いし　　　わ かたち　　ととの  いし　　   みが あな　　　あ  し      あ　　　 みが

いし  ばり かん   せい

 とう    じ

みどりいろ　   この

　し　ない　　　はっ   くつ　　　　　　　 せっ　 き　　　　ど　  き　　  のう

　ぐ　　　　　　　 とお　　　　　　　　　　　　　　　　   れき　し

しょう かい

 まが   たま　　　　　　　　　　　　おり   もの

　　　　　　　　　　　　　 たい  けん

じ かんお

ていきゅう び　　　げつ よう　   か  よう　しゅくじつ　　  ば　あい　　 よくじつ

　　　　　　　　 とう   き　　　　がつ　　　にち　　　 がつまつじつ

そう しょく　　おお　　　　　　　　　　　　　　かたち　  じょうもん　ど

  き　　 ちが　　　  に    た　　  よう　　   やよい　  ど     き

　　　　　　　　　　　  そこ　　  ほそ

　　　　　　 こめ　　  た　　　　  あと　　　　ゆ　　　す　　　　  すみ

  び　　   うえ　　   ど　 き　　  よこ　　 ころ　　　　　　 む

　　　　　　　　　　　こめ　　　　   ぷん てい    ど　む

　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　     やよい　  じ   だい　　 ひと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す

そく めん　　 こ

  やよい     ど    き　　 いしづか  い  せき

 ま が   た ま

 まい   ぞう  ぶん    か     ざい　　　　　　　　　　　　　　　やわ　　　　　　　  いし　　   つか

まが   たま　　　　　　　　   たい   けん　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　えん

   じ    ぶん　　　　　　　   まが   たま　　　つく　　　　　　　　　　こ　だい

　　 かん

  まがたま

ちょうせん

ば ん  が い  へ ん

たま

ばん   がい    へん
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156

156

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

卍

8

WC片原町

広小路

坂下町

中川

下関町

古城公園前

金屋

金屋本町

木舟町

舘川町駅南3丁目駅南5丁目関町

高 岡

ウイング・ウイング高岡

交番

高岡
警察署

あいの風とやま鉄道

高岡市役所

高岡郵便局

古城公園
動物園

東洋通信スポーツ
センター
（市民体育館）

護国神社

射水神社

本丸広場
三の丸茶屋

観光駐車場

至
氷
見

至金沢

万
葉
線

芳野中学校

高陵小学校

成美小学校 志貴野中学校

下関小学校

J
R
城
端
線

J
R
氷
見
線

至富山

至城端

sorae高岡

鳳鳴橋

金屋緑地公園

室崎琴月生誕の家

孝子六兵衛
の碑

高岡關野神社

有礒正
八幡宮

総持寺

金屋町
金属工芸
工房かんか

越
中
中
川
　

高岡商工ビル
松楓殿再現展示

山町茶屋

ZIBA

0 200m100

N
あい
の風
とや
ま鉄
道

8

WC

WC

至金
沢

至新
高岡

ふくおか総合文化
センター（Uホール）

北
陸
新
幹
線

福岡I.C

能
越
自
動
車
道

至
氷
見
南
I.C

高岡
やぶなみ

西高岡

高岡I.C

高岡北I.C

至
高
岡

高岡インター入口

六家

旭町

中央通

島田邸
福岡小学校

福岡中学校

福岡にぎわい
交流館

高岡西部総合公園
野球場

福岡P.A

向田

高辻（西）

柴野

福岡

五位小学校

五位中学校

南条小学校

国吉義務教育学校

至小矢部東I.C 至金沢

WC

道の駅
万葉の里 高岡

          

        

   

         

  

水道つつじ公園

N

0 1km500

高岡中心
高岡中心
エリアエリア 高岡西部

エリア

たかおか
高岡再発見プログラム

たか   おか   さい   はっ   けん

解体新書
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たかおかものづくりⅡ
しっ　 き すげ がさ　へん

漆器・菅笠編

たか おか  ちゅう しん

たか おか　せい　　ぶ

じ   いんこう  きょう

た  もく てき こう    さ   てん

い   せきちゅう  しゃ  じょう

じん じゃ

次はどこにいこうかな

つぎ

車に気をつけよう！
くるま

き

「たかおか」の
よさを
再発見しよう！さい  はっ  けん

は
ん         

れ
い
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