
て
ら
れ
た
和
洋
折
衷
の
擬
洋
風
建

築
で
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
館
内
は
、
朝
鮮
通
信
使
資
料
室

と
だ
ん
じ
り
展
示
室
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。

　
朝
鮮
通
信
使
資
料
室
で
は
、
朝

鮮
通
信
使
が
描
い
た
牛
窓
の
町
並

み
や
、
朝
鮮
通
信
使
の
一
行
が
船

や
徒
歩
で
江
戸
に
向
か
う
様
子
な

ど
、
江
戸
時
代
の
朝
鮮
と
日
本
と

の
国
交
や
文
化
交
流
の
歴
史
が
分

か
る
パ
ネ
ル
な
ど
を
展
示
し
て
い

ま
す
。

　
だ
ん
じ
り
展
示
室
で
は
、
県
指

定
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
唐
子

踊
の
紹
介
や
、
県
指
定
重
要
有
形

民
俗
文
化
財
で
祭
り
に
巡
行
す
る

牛
窓
だ
ん
じ
り
８
基
の
う
ち
、
２

基
の
だ
ん
じ
り
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
展
示
室
で
は
、
牛

窓
秋
祭
り
の
様
子
を
映
像
で
観
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、一
度
お
越
し
く
だ
さ
い
。

牛う

し

ま

ど

か

い

ゆ

う

ぶ

ん

か

か

ん

窓
海
遊
文
化
館

▽ 所在地　牛窓町牛窓 3056

▽ 営業時間　午前９時〜午後 5時
※入館は午後 4時半まで

▽ 定休日　水曜日（７・８月は除く）

▽ 入場料　大人 300 円、学生（小・中・高）150 円
　牛窓海遊文化館　☎０８６９ - ３４ - ５５０５

利用のご案内

朝鮮通信使展示室

牛窓海遊文化館（外観）

　
古
く
か
ら
風
待
ち
、
潮
待
ち
の

港
と
し
て
栄
え
た
牛
窓
。
今
な
お

多
く
の
歴
史
文
化
遺
産
が
残
っ
て

い
ま
す
。

　
牛
窓
海
遊
文
化
館
は
、
令
和
３

年
８
月
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
し
ま
し
た
。館
内
の
パ
ネ
ル
は
、

イ
ラ
ス
ト
で
説
明
す
る
な
ど
、
子

ど
も
に
も
分
か
り
や
す
い
展
示
に

一
新
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
建
物
は
、明
治
20
（
１
８
８
７
）

年
に
牛
窓
警
察
署
本
館
と
し
て
建

だんじり展示室

瀬戸内市の旅
Journey of  Setouchi  City

巻
之
百
四
十
五

瀬
戸
内
市
に
残
る
城
跡

市
内
に
残
る
城
跡

　
瀬
戸
内
市
は
、
江
戸
時
代
に
は

岡
山
藩
の
藩
領
と
な
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
天
守
が
あ
る
石
垣
造
り

の
城
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
在
確
認

さ
れ
て
い
る
室
町
時
代
に
造
ら
れ

た
城
は
、
17
城
あ
り
ま
す
。
そ
の

多
く
は
山
城
で
、
見
晴
ら
し
も
良

れ
て
い
た
石
垣
づ
く
り
の
城
に
加

え
、
中
世
に
は
集
落
ご
と
空
堀
で

囲
む
城
や
、
敵
襲
を
知
ら
せ
る
た

め
の
狼
煙
を
上
げ
る
だ
け
の
狼
煙

台
な
ど
の
小
規
模
な
城
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
城
が
造
ら
れ
ま

し
た
。

　

中
で
も
多
く
見
ら
れ
る
も
の

が
、
室
町
時
代
に
造
ら
れ
た
山
頂

部
な
ど
に
曲く

る
わ輪

と
呼
ば
れ
る
兵
の

駐
屯
地
を
造
り
、
周
囲
に
柵
や
堀

と
い
っ
た
防
御
施
設
を
伴
う
山
城

と
、
平
地
で
も
居
住
区
域
を
土
塁

や
堀
で
区
切
る
平
城
で
す
。

　
ま
た
、
室
町
時
代
末
期
の
山
城

の
中
に
は
、
山
全
体
を
要
塞
化
し

た
城
や
、
多
数
の
曲
輪
や
堀
を
複

雑
に
組
み
合
わ
せ
た
城
が
登
場
し

ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
代
の
地

域
の
政
情
が
不
安
定
で
、
戦
乱
が

絶
え
ず
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

ま
す
。

城
の
現
状
に
つ
い
て

　
日
本
全
国
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

城
が
あ
り
、
そ
の
数
は
約
６
万
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
城
は
、
戦
闘
の
た
め
の
砦
と
し

て
造
ら
れ
ま
す
が
、
戦
闘
の
た
め

だ
け
で
な
く
、
城
主
（
領
主
）
の

居
住
空
間
や
地
域
の
政
治
の
中
心

地
と
し
て
も
機
能
し
ま
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
現
在
は
大
半
の
城

が
主
な
役
割
を
終
え
て
お
り
、
城

の
構
造
が
失
わ
れ
て
「
城
が
あ
っ

た
痕
跡
」
を
残
し
て
い
る
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
城

　
城
と
い
え
ば
、
岡
山
城
や
姫
路

城
な
ど
、
本
丸
に
大
き
な
天
守
が

そ
び
え
、
周
囲
に
は
門
や
櫓や
ぐ
らな

ど

く
、
守
り
や
す
い
急

き
ゅ
う
し
ゅ
ん

峻
な
山
を
選

ん
で
立
地
し
て
い
ま
す
。

　
中
で
も
、
砥
石
城
（
邑
久
町
豊

原
）や
高
取
山
城（
邑
久
町
東
谷
）

は
、
標
高
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
山
頂
に
あ
る
本
丸

（
主
郭
）
か
ら
は
千
町
平
野
を
は

じ
め
、
遠
く
は
芥
子
山
や
熊
山
な

ど
を
望
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
平
野
部
に
も
城
跡
が

残
っ
て
お
り
、
特
に
長
船
派
の
刀

多
く
の
建
物
が
建
ち
、
壮
大
な
石

垣
や
水
を
た
た
え
た
濠ほ

り
が
あ
る
も

の
を
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
で
す
。

こ
の
よ
う
な
城
は
、
江
戸
時
代
に

一
部
の
地
域
で
造
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
城
は
、
弥
生
時
代
か
ら

明
治
時
代
初
期
ま
で
造
ら
れ
ま

し
た
が
、
主
に
江
戸
時
代
に
造
ら

M A P

問

砥石城から臨んだ千町平野

中世の山城のイメージ　荒砥城（長野県）

鍛
冶
が
住
ん
で
い
た
と
さ

れ
る
長
船
城
（
長
船
町
長

船
）
や
、
中
世
の
武
士
の

館
の
構
造
が
残
る
堀
城

（
長
船
町
磯
上
）
な
ど
は

比
較
的
訪
れ
や
す
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　
い
ず
れ
も
現
在
は
、
建

物
は
何
も
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
瀬
戸
内
市
内
に
あ

る
城
跡
を
訪
れ
、
中
世
の

歴
史
に
触
れ
て
み
る
の
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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