
北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽 

 

この町のストーリーの中心は小樽市民です。この町が漁村から主要な貿易拠点へと変遷した際に中

心にいた小樽市民が、現在では遺産保護の国家的リーダーです。19 世紀にニシンにより財を成す

ために北の前哨基地に移住してきた漁師をはじめとして小樽は開拓者精神により突き動かされてき

ました。 

 

プロレタリア作家の小林多喜二（1903年–1933年）は若いころ小樽で過ごし、その小説や短編

の土台を小樽で作りました。彼は小樽を「北海道の心臓」と評しました。小林は、北海道の広大な

内陸にある資源が（小樽から）日本中、世界中に出荷されること、新たな人生のスタートを求める

移住者の絶え間ない流れの目的地であることなどから小樽を北海道の力の中心と考えていました。 

 

繫栄の波 

1865 年当時、小樽は 300 世帯ほどの漁村でした。毎年春になると、小樽沖の海域に放卵するニ

シンの大群に惹かれて、北海道南部から漁師が小樽に移住してきました。漁獲量のほとんどは、綿

畑や藍畑で使用する肥料に加工され、木造商船で日本海沿いを通って本州南部の卸売市場に

輸送されていました。 

 

漁獲法が改善され、ニシンの毎年の漁獲量が増えていきました。1897 年には、10 万トンに迫るほ

どになりました。時には地域社会全体の協力を得て魚の水揚げを行っていました。20 世紀半ばの地

元の記録によると、ニシンの漁獲量が非常に多かったので学校を休みにし、先生や生徒の親もニシン

の運搬を手伝っていたようです。 

 

漁師の家は財を成し、小樽に、大阪・京都・東京から取り寄せた最新の設備を備えた豪邸を建てま

した。彼らはこの街の豪華なレストランや美術店に足繫く通いました。 

 

成長を遂げた港町 

19 世紀の終わりになると、明治政府（1868 年–1912 年）が資源の豊富な北の島である北海

道への開拓・移住を決め、小樽は新天地の中心となりました。1882 年には、内陸の鉱山から小樽

港に石炭を輸送するために北海道初の鉄道が開業し、石炭は政府による工業化の原動力となりま

した。 

 

1869 年から 1926 年にかけて、およそ 227 万人が財を成そうと日本各地から北海道に移住して

きましたが、その多くが小樽港に上陸しました。一部の人たちはそのまま小樽に住み、1920 年までに

漁村であった小樽は 10万人を超える繁栄の町へと成長しました。 

 



急成長する経済 

日露戦争（1904 年–1905 年）後、樺太の南部までの新たな通商路が開通し、小樽の経済的

重要性がさらに増しました。その後、貿易会社や銀行の支店がこの町に移転し、海外からやって来る

貿易商の宿泊施設としてホテルが開業し、小樽は北海道の金融の中心となりました。 

 

日本の一流建築家の手により、色内通り周辺の銀行地区は近代建築の展示の場となりました。

1930 年代にこの通りは、ルネッサンス・リバイバル様式建造物、アールデコ風建造物、近世初期の

建造物が印象的に融合し、立ち並んでいました。地元自治体は国内の一流土木技師を招聘し、

防波堤、浄水場、運河、公共公園など、この町の近代インフラの設計を要請し、これらは現在も使

用されています。 

 

形勢の変化 

1960 年代になると、国のエネルギーの主流が石炭から石油へと変遷し、小樽は石炭の主要な出

荷港としての地位を失いました。その頃には使われなくなった小樽運河を埋め立て、倉庫を取り壊し、

新しい道路を作る計画が持ち上がりました。この町のかつての栄華のシンボルとして考えられていた小

樽運河を守ろうという草の根運動が市民の間で沸き起こりました。 

 

数年に及ぶ話し合いの末、この町の当局が当初の計画を修正しました。1980 年代に小樽運河の

一部を埋め立て、また人々がここに戻ってきてくれるよう、小樽運河の残った部分に沿って遊歩道を

建設しました。地域社会を支え、この町の遺産を守れるよう、かつて倉庫や商店や銀行であったとこ

ろで新たな事業が開業され、急成長している観光産業が発展してコミュニティを維持し、街の遺産を

保護しました。この市民主導の動きが日本各地の町に影響を及ぼし、いかに成長と保護のバランス

を取るかについて考えさせるようになりました。 


