
む
な
　
　
か
た

し
ん
　
　
ぐ
ん

第
一
一
二
代
霊れ

い

元げ
ん

天
皇
の
御
代
、
地

島
に「
こ
や
」と
い
う
女
性
が
い
た
。

親
は
九
郎
右
衞
門
と
言
い
、
家
は
赤

貧
洗
う
が
如
き（
き
わ
め
て
貧
し
く
、洗

い
流
し
た
よ
う
に
何
も
な
い
さ
ま
）ど
ん

底
生
活
で
、こ
や
の
半
生
は
、老
父
へ
の

献
身
的
孝
養
の
記
録
で
あ
っ
た
。

こ
や
は
九
才
の
時
に
米
一
俵
を
借
り

て
奉
公
に
出
て
、十
五
才
に
な
る
ま
で
、

十
七
年
間
婢は

し
た
め（

下
働
き
の
女
）と
し
て
刻

苦
勉
励
、
よ
く
主
家
の
た
め
に
尽
く
し

た
が
、主
家
で
は
こ
れ
に
対
し
、何
の
心

遣
も
せ
ず
、
こ
や
も
こ
の
ま
ま
に
過
ご

せ
ば
何
年
経
っ
て
も
自
分
の
身
の
立
場

も
な
く
、ま
し
て
親
の
手
助
け

も
出
来
な
い
。
よ
っ
て
、
主
人

に
暇
を
乞
う
と
、主
人
は
冷
酷

に
も
十
七
年
間
の
養
育
を
恩
に
き
せ
、

身
代
わ
り
と
し
て
十
五
俵
出
す
よ
う
に

命
じ
た
。こ
や
は
こ
れ
を
請
合
い
、鐘
崎

に
渡
っ
て
知
人
に
頼
ん
で
米
十
俵
を
借

り
、主
人
に
差
出
し
、残
り
の
米
五
俵
は

追
っ
て
差
し
出
す
様
に
申
し
た
が
、知
人

の
取
り
計
ら
い
に
よ
り
免
除
さ
れ
た
。

そ
の
後
、他
の
家
に
六
年
の
約
束
で
奉

公
に
出
て
、米
十
三
俵
を
借
り
、鐘
崎
に

借
米
を
返
納
し
た
。
奉
公
の
様
子
は
人

並
勝
れ
、六
年
の
間
、怠
り
な
く
勤
め
た

の
で
主
人
も
大
変
憐
れ
ん
で
、二
俵
を
差

引
き
十
一
俵
で
身
受
け
さ
せ
、地
島
へ
帰

ら
せ
た
。

こ
や
の
帰
宅
後
か
ら
の
老
父
へ
の
孝
養

と
苦
闘
こ
そ
実
に
涙
ぐ
ま
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。
六
年
間
の
奉
公
の
間
に
貯
え
た

金
は
一
文
も
自
分
の
た
め
に
使
わ
ず
、不

足
の
分
は
色
々
と
工
夫
し
て
十
一
俵
の

米
を
滞
り
な
く
返
納
し
た
。

父
は
八
十
を
超
え
る
高
齡
で
母
は
早

く
に
こ
の
世
を
去
り
、こ
や
一
人
を
便
り

第
９
章  
藩
政
時
代

1

⑥ 

孝 

女 
こ 
や

第17号

① 

黒
田
長
政
と
地
島
修
港
　

② 

黒
田
長
政
と
宗
像
三
社

③ 

筑
前
の
宿
駅
と
宗
像

④ 

義
民
六
氏
　
　
　
　
　
　

⑤ 

天
主
教
徒
の
大
島
漂
着
　

⑥ 

孝
女
こ
や

⑦ 

勝
浦
塩
田
と
大
社
元
七
　

⑧ 

孝
子
正
助
　
　
　
　
　
　

⑨ 

六
百
俵
の
碑

⑩
節
婦
お
政
　
　
　
　
　
　

⑪
貞
女
は
ん
　
　
　
　
　
　

⑫
伊
能
忠
敬
の
宗
像
沿
岸
測
量

⑬
五
卿
西
遷
　
　
　
　
　
　

⑭
勤
王
の
志
士
　
早
川
勇

第
９
章  

藩
政
時
代

第
10
章  

県
政
時
代

①
廃
藩
置
県
と
黒
田
藩

②
沖
ノ
島
の
大
海
戦

増
補

阿
弥
陀
経
石
の
由
来

百
塔

① 

豊
臣
秀
吉
の
筑
前
入
国

② 

小
早
川
隆
景

第
８
章  

小
早
川
時
代

第20号第21号 第19号 第18号 第17号 第16号 第15号

「孝女古也碑」地島小学校前に現存する
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の
綱
と
し
て
片
時
も
傍
を
は
な
さ
ず
、

ま
た
、こ
や
も
老
父
の
た
め
に
心
を
尽
く

し
て
世
話
を
し
て
、あ
る
時
に
は
浜
に
出

て
海
藻
を
採
り
、あ
る
時
は
山
に
登
っ
て

薪
を
拾
い
、畑
を
耕
し
、麦
を
植
え
、ま

た
は
、人
に
雇
わ
れ
て
い
く
ら
か
の
賃
金

を
も
ら
い
、生
活
の
苦
闘
が
つ
づ
ら
れ
た
。

こ
や
が
外
に
出
る
と
父
は
帰
り
を
待

ち
か
ね
て
、
後
を
追
っ
て
訪
ね
求
め
、こ

や
も
父
の
手
を
引
き
肩
を
貸
し
、
寝
食

を
忘
れ
て
の
孝
養
に
、近
隣
の
人
々
で
感

激
し
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

老
父
も
そ
の
後
、
ふ
と
し
た
こ
と
か

第
一
一
五
代
桜さ

く
ら

町ま
ち

天
皇
の
御
代
、
德

川
八
代
将
軍
吉
宗
の
寛
保
元
年

（
一
七
四
一
）讃
州
津
多
浦（
香
川
県
）か

ら
勝
浦
に
商
売
に
来
て
、当
地
の
浜
辺
が

塩
田
に
最
も
適
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

言
い
、塩
田
を
し
た
な
ら
ば
、自
分
自
身

ら
病
床
に
横
た
わ
る
身
と
な
り
日
を
追
っ

て
歩
行
も
叶
わ
ぬ
様
に
な
っ
て
か
ら
の
孝

養
は
一
層
深
く
な
っ
て
、夜
で
も
寝
ず
の

看
病
を
し
た
こ
と
は
幾
度
に
も
及
び
、

少
し
も
悲
し
い
思
い
を
さ
せ
た
事
も
な

く
、あ
る
い
は
寒
い
と
き
に
は
、自
分
の

着
物
を
脱
い
で
親
に
着
せ
、自
分
は
薄
い

肌
着
で
夜
を
明
か
し
、足
を
温
め
、手
を

さ
す
り
、
夏
に
は
団
扇
で
暑
気
を
払
う

な
ど
十
年
間
の
養
護
、特
に
そ
の
中
の
三

年
間
の
孝
養
は
筆
舌
に
つ
く
す
こ
と
は

出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
や
の
心
尽
く
し
の
看
病

の
利
益
は
お
ろ
か
村
人
一
同
の
利
益
は

莫
大
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
こ
に
塩
田

開
発
に
大
願
を
か
け
不
屈
不
撓
の
大
精

神
を
以
っ
て
そ
の
完
成
の
悦
び
を
克
ち

得
た
人
こ
そ
、大お

お

社こ
そ

元も
と

七し
ち

そ
の
人
で
あ
っ

た
。

い
か
ら
・・・・
」と
言
い
固
く
辞
退
し
た
。

地
島
は
何
し
ろ
廻
船
の
往
来
の
は
げ
し

い
所
で
あ
る
の
で
こ
や
の
孝
行
を
聞
く

者
は
誰
で
も
尋
ね
問
わ
ぬ
も
の
は
な
く
、

特
に
こ
の
こ
と
が
福
岡
の
黒
田
公
の
知

る
所
と
な
っ
て
、そ
の
孝
德
に
め
で
て
褒

賞
を
与
え
、
村
民
に
は
深
く
哀
憐
を
加

う
る
事
を
命
じ
た
と
言
う
事
で
あ
る
。

地
島
小
学
校
の
向
か
い
側
に
は
、
大

正
十
三
年
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
、

「
孝
女
古
也
碑
」が
現
在
も
残
り
、今
も

語
り
継
が
れ
て
い
る
。

明
し
た
が
目
前
の
小
利
を
計
る
村
民
に

は
何
の
反
響
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
数
年
後
、彼
の
熱
意
は
つ
い
に

庄
村
半
次
郎
と
言
う
者
を
動
か
し
て
、

共
に
開
発
の
前
途
を
誓
い
、先
ず
藩
主
に

届
け
出
て
援
助
を
お
願
い
し
た
。
藩
主

も
終
に
効
果
な
く
父
は
貞
享
三
年

（
一
七
一
八
）春
に
他
界
し
た
。
こ
や
の
悲

し
み
は
実
に
大
い
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

逝
去
後
の
供
養
も
欠
か
す
こ
と
な
く
、

第
三
年
の
法
事
に
は
僧
を
招
い
て
盛
大

な
法
要
を
行
い
、墓
所
も
一
基
の
石
碑
を

立
て
て
亡
父
の
冥
福
を
祈
っ
た
。

こ
や
も
、
早
や
四
十
歳
を
重
ね
夫
も

迎
え
ず
、
独
身
で
難
儀
の
様
を
村
人
は

哀
み
、相
応
の
縁
に
付
く
事
を
勧
め
た
が

こ
や
は「
年
老
い
て
今
か
ら
縁
付
く
事
も

か
え
っ
て
身
の
不
自
由
を
感
じ
、親
の
忌

日
の
寺
参
り
も
思
う
ま
ま
に
も
な
る
ま

い
ざ
事
業
遂
行
と
い
う
事
に
な
る
と

前
途
に
は
幾
多
の
苦
難
が
待
ち
受
け
て

い
た
。
如
何
に
彼
一
人
が
日
夜
苦
心
焦

慮
し
て
も
一
人
の
力
で
果
せ
る
こ
と
で

は
な
い
。
先
ず
村
民
一
同
に
事
業
が
有

益
で
あ
る
こ
と
を
、
理
を
尽
く
し
て
説

⑦ 

勝
浦
塩
田
と
大
社
元
七
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戸
数
百
余
、
男
女
三
四
百
人
、
販
売
運

搬
す
る
者
百
余
人
、
当
時
に
於
い
て
は

大
事
業
と
な
り
、そ
の
利
益
を
収
め
る

も
の
も
か
な
り
多
く
な
っ
た
。

延
亨
四
年（
一
七
四
七
）五
月
、一
代

の
大
事
業
家
と
し
て
の
元
七
も
病
に
倒

れ
た
。
し
か
し
、彼
の
こ
の
偉
業
は
確
固

不
動
の
信
念
と
不
屈
不
撓
の
忍
耐
力
と

に
よ
っ
て
目
的
を
貫
徹
し
、し
か
も
私
財

を
な
げ
う
ち
、
公
益
に
殉
じ
た
大
精
神

こ
そ
は
永
遠
不
朽
の
名
と
共
に
我
が
郷

土
の
人
々
に
大
い
に
学
ぶ
べ
き
所
を
教
示

し
た
も
の
で
あ
る
。

今
や
専
売
法
が
実
施
せ
ら
れ
た
た
め
、

塩
田
廃
止
の
悲
運
に
遭
っ
て
、当
時
の
塩

田
も
葦
の
葉
生
い
繁
る
広
漠
た
る
原
野

と
化
し
た
が
塩
田
の
昔
日
を
追
懐
す
る

と
き
、元
七
翁
の
偉
大
な
る
力
に
自
ら
頭

の
下
が
る
事
を
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ

る
。

も
こ
の
殊
勝
な
計
画
に
大
い
に
賛
同
し

て
資
本
を
補
助
し
て
激
励
し
た
が
、
数

年
に
亘
り
工
事
は
な
か
な
か
進
歩
せ
ず
、

加
わ
る
に
費
用
は
莫
大
に
上
り
、
永
年

貯
蓄
し
た
財
産
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
、

朝
夕
の
食
事
に
も
窮
す
る
様
な
状
態
に

陥
っ
た
。
し
か
し
、堅
忍
不
抜
の
強
固
な

る
初
心
は
全
く
動
く
こ
と
な
く
、こ
こ
に

妻
子
を
呼
び
迎
え
て
、一
緒
に
石
を
運
び

或
は
砂
を
払
い
、仕
事
に
励
む
こ
と
数
年

間
、そ
の
献
身
的
な
努
力
は
つ
い
に
報
い

ら
れ
、塩
竈
が
立
ち
、い
く
か
ら
か
の
塩

が
製
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。こ
れ
を

見
た
村
民
も
心
を
動
か
す
も
の
が
次
第

に
多
く
な
り
、力
を
貸
し
、藩
主
も
そ
の

功
労
を
賞
し
て
若
干
の
白
銀
を
与
え
た
。

そ
の
後
、
元
七
は
藩
主
よ
り
塩
浜
の

管
理
者
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
製
塩
の
事
業

を
監
督
す
る
様
に
な
っ
て
か
ら
は
更
に
感

激
し
て
仕
事
に
励
み
、塩
田
の
開
墾
四
十

町
歩（
３
９
６
、６
９
４
㎡
）、
製
塩
高
は

五
万
石
に
も
上
り
、こ
れ
に
従
事
す
る

と
し
ち
）氏
の
貢
献
に
よ
り
始
ま
っ
た
。

「
津
屋
崎
は
塩
で
保
つ
」と
い
は
れ
る
ほ

ど
栄
え
た
。
塩
の
運
搬
に
は
船
が
用
い
ら

れ
、港
は
多
く
の
人
が
出
入
り
し
、「
津

屋
崎
千
軒
」と
い
う
町
並
み
が
作
ら
れ

た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

明
治
四
十
四
～
五
年
に
か
け
て
塩
田

は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
現
在
も
そ

の
往
時
を
思
わ
せ
る
遺
構
が
各
所
に
残
っ

て
い
る
。

津
屋
崎
塩
田
　

旧
津
屋
崎
町（
福
津
市
）に
は
か
つ
て

塩
田
が
勝
浦
地
区（
勝
浦
塩
浜
）と
津
屋

崎
地
区（
津
屋
崎
塩
浜
）の
二
地
域
に
存

在
し
た
。

勝
浦
塩
浜
の
方
が
製
塩
時
期
は
早
く
、

室
町
時
代
の
記
録
に
は「
勝
浦
よ
り
宗

像
社
に
塩
を
お
さ
め
て
い
た
」と
あ
る
。

津
屋
崎
塩
浜
は
勝
浦
塩
浜
か
ら

七
十
五
年
後
、大
社
元
七（
お
お
こ
そ
も

年  代 内  容

慶長8年
（1603）

江戸時代初め、勝浦浜の塩が宗像郡を隠居領とし
て宛がわれて黒田如水公に年貢として納められた
※隠居領：家の責任のゆずった人が生計をたてる
ための所有地

寛文3年
（1663） 江戸幕府から福岡藩に、勝浦新田開発の許可下る

寛文8年
（1668） 寛文土手（650ｍ）と勝浦塩浜の完成（26町）

元文5年
（1740） 「勝浦村字塩浜築切開キ一切写簿」が記された

寛政6年
（1794）

この年以前に堀切は作られていた事が、新宮浦大
庄屋・金内家文書に「新堀切」として記されている

文政9年
（1826）

新規仕居の碑が建てられた（堀切の工事に関わる
碑であると思われる。）

年  代 内  容
寛保元年

（1741）
福岡藩によって津屋崎塩浜に「千間土手」が築かれ
た3年後、40町（約396,700㎡）の塩浜ができた

寛保3年
（1743）

大社元七により、津屋崎塩浜で初めて塩が焼かれ
た

延享3年
（1746）

「宗像郡津屋崎塩浜開記（津屋崎村塩浜）」が記され
た

享和2年
（1802）

宮の浦（福岡市西区）の廻船（海の運送船）が南部
（青森、秋田、岩手にまたがる地域）へ津屋崎の塩
を運んだ

勝浦塩浜

津屋崎塩浜
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①塩
しお

竈
がま

神
じん

社
じゃ

・塩田紀功之碑
福津市津屋崎5丁目33-15
末広公民館の真裏にひっそりとたたずむ。大社元七が寛保・延享年間（1741～1747）に勧請したといわれる。
元七の功績を称えた塩田紀功之碑が境内に建立されている。

②勝浦塩浜 堀
ほり

切
きり

外海から直接海水を導入するために設けられた堀切（水路、長さ200ｍ）先端に石造構造物が備わっており
（波止）、外海の砂が入り込みにくいようにカーブしている。

③ 旭
あさひ

製
せい

塩
えん

煙突
釜炊きをするための煙突とかん水（濃い塩水）を溜めてお
く、かん水槽。戦後の塩不足を解消するため一時的に津屋崎
塩浜が復活した際に作られた、戦後の塩田遺産である。現在
は太陽光発電のパネルの広がるなかに残っている。

④唐
から

戸
と

樋
ひ

門
もん

勝浦塩浜の三番自由扉門は石組みの樋門であり、
唐戸式水門と呼ばれるので、用水の取り入れや、悪
水の排除をおこなうために設けられている。板を
上げ下げする事で水量の調整ができる。
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舟つなぎ石 西東

あんずの里

桂岳

名児山

対馬見山

在自山

宮地岳

宮地嶽神社

丸山

森山

津屋崎庁舎津
屋
崎
浜

白石
浜

玄界灘

大峰山

縄文時代（約5千年前）、津屋崎の入り海
は今より5km位入り込んでいて、勝浦の
西東（にしひがし）が海岸線だった。

JR
福間
駅

勝
浦
塩
浜
跡

1km

N

石積み護岸

495

495

165.0m

156.0m

241.2m

235.2m

182.4m

114.5m

80.6m
③旭製塩煙突

④唐戸樋門

①塩竈神社

大社元七基（教安寺）

津
屋
崎
塩
浜
跡

②勝浦塩浜 堀切

標高50m以上

標高50m未満

旧入り海

河川、池

（縄文時代の推定海岸線より）

凡 例

81m

宮若市古賀市

宗像市
北九州市

玄海灘

博多湾

福岡県

福津市

津屋崎塩田遺産図

「津屋崎と塩文化」より引用



正
助
翁
は
徳
川
八
代
将
軍
吉
宗
の
享

保
年
間（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）の
人

で
、父
を
桜
井
正
三
郎
と
言
い
、資
性
篤

実
に
し
て
貧
困
の
家
に
あ
っ
て
よ
く
父
母

を
い
た
わ
り
、
孝
子
の
誉
を
後
世
に
残

し
、
永
く
我
が
宗
像
人
を
感
化
し
た
こ

と
は
実
に
大
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

正
助
に
は
両
親
の
外
に
一
人
の
妹
が

お
り
、
同
じ
村
の
紺
屋
仁
右
衛
門
に
嫁

ぎ
、
父
は
僅
か
ば
か
り
の
商
売
を
し
て

生
活
の
道
を
立
て
て
い
た
が
、生
来
虚
弱

で
病
気
勝
ち
な
の
で
、あ
る
時
は
母
が
他

家
の
婢

は
し
た
め（

下
働
き
）と
な
っ
て
誠
実
に
業

務
を
励
ん
で
、な
ん
と
か
生
活
を
送
っ
て

い
た
。

そ
の
間
も
僅
か
ば
か
り
の
給
米
も
み

だ
り
に
費
や
さ
ず
倹
約
を
旨
と
し
て
貯

え
た
の
で
、そ
れ
で
や
っ
と
少
し
ば
か
り

の
宅
地
を
買
求
め
家
を
建
て
て
両
親
を

住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

正
助
が
二
十
歳
に
な
っ
た
時
、正
助
も

母
も
他
家
の
奉
公
を
止
め
て
家
に
帰
っ
た

が
、こ
の
時
に
は
正
助
の
努
力
の
汗
は
つ

い
に
二
反
の
田
地
を
所
有
す
る
身
と
な
っ

た
の
で
、こ
れ
よ
り
は
正
助
自
身
、耕
作

に
專
念
し
て
両
親
を
養
い
、貧
し
い
中
に

も
親
の
好
む
も
の
は
何
で
も
買
い
求
め
、

特
に
酒
好
き
の
父
に
は
毎
日
欠
か
す
事

な
く
少
し
で
も
飲
め
る
よ
う
に
と
準
備

し
て
孝
養
を
つ
く
し
た
。
酒
を
求
め
る

に
も
無
償
で
与
え
よ
う
と
す
る
酒
屋
の

親
切
を
断
り
必
ず
自
分
の
力
に
よ
っ
て
得

た
酒
と
し
て
勧
め
た
。

ま
た
、正
助
の
家
は
井
戸
が
な
い
の
で

毎
朝
早
く
起
き
る
と
、二
町
隔
て
た
河

に
行
っ
て
手
を
洗
い
、口
を
す
す
い
で
天

を
拝
し
た
後
、水
を
汲
ん
で
帰
り
、湯
を

わ
か
し
て
父
母
の
手
水
を
勧
め
、夕
暮
れ

に
畑
仕
事
を
終
え
る
と
、
ま
た
河
辺
に

行
っ
て
手
足
を
洗
っ
て
帰
っ
て
来
た
。

家
の
出
入
も
実
に
う
や
う
や
し
く
腰

を
か
が
め
て
出
入
り
し
、
父
母
を
呼
ぶ

に
も
、と
と
様
、か
か
様
と
尊
称
を
用
い
、

食
事
で
も
必
ず
柔
か
い
物
を
準
備
し
て

身
体
を
害
う
よ
う
な
硬
い
物
は
与
え
な

か
っ
た
。

家
を
修
復
す
る
に
も
父
母
の
住
む
家

の
上
に
あ
が
る
事
は
不
敬
で
あ
る
と
考

え
、
自
分
で
屋
根
は
葺
か
ず
必
ず
人
を

雇
っ
て
葺
か
せ
た
。

公
役（
兵
役
な
ど
、国
家
ま
た
は
公
共

団
体
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
役
務
）は
一
度
た

り
と
も
怠
っ
た
事
は
な
く
、少
し
の
田
地

か
ら
出
す
税
米
も
誰
よ
り
も
先
に
出
し
、

少
し
で
も
余
米
が
あ
れ
ば
酒
を
買
求
め

て
年
貢
上
納
の
祝
と
言
っ
て
す
す
め
、父

母
を
愛
し
敬
ふ
事
は
誰
も
真
似
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
。
父
も
六
十
歳
と
な

⑧ 
孝 

子 

正 

助正助ふるさと村にある資料館

6

資料館　
人形として飾られていた、父を背負う姿

資料館内部
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の
道
を
歩
い
て
帰
っ
た
。
彼
の
優
し
さ
は

畜
類
に
ま
で
及
ん
だ
。
ま
た
常
に
総
て

を
天
命
に
ゆ
だ
ね
、如
何
な
る
旱
天
、雨

が
降
り
続
く
と
も
、人
々
は
憂
え
嘆
い
て

も
正
助
は
決
し
て
憂
え
な
か
っ
た
。
天
道

を
畏
れ
敬
ま
っ
て
毎
朝
、日
の
出
を
拝
し

て
、日
向
に
て
決
し
て
用
便
を
済
ま
す
事

は
な
か
っ
た
。

こ
の
様
に
正
助
の
行
為
は
全
く
人
並

み
外
れ
た
行
跡
で
あ
る
の
で
、は
じ
め
村

人
達
は
ア
ホ
の
様
に
言
っ
て
い
た
が
次
第

に
そ
の
徳
に
感
化
さ
れ
、村
の
風
俗
が
改

ま
っ
て
来
た
と
い
う
事
で
あ
る
。

正
助
も
壮
年
と
な
っ
て
妻
を
迎
え
、初

め
は
夫
婦
の
間
も
睦
ま
じ
か
っ
た
が
正

助
の
変
っ
た
こ
と
に
村
人
が
そ
し
り
笑
い

を
す
る
様
に
な
っ
て
か
ら
、妻
が
う
る
さ

が
り
初
め
た
の
で
、こ
れ
を
気
の
毒
に
思

い
、妻
を
郷
里
に
連
れ
行
き
、妻
の
器
具

も
自
身
で
持
ち
運
ん
で
自
分
の
不
肖
な

事
、ま
た
家
貧
し
き
た
め
満
足
を
与
え

な
か
っ
た
事
な
ど
を
深
く
詫
び
て
帰
っ
た
。

り
中ち

ゅ
う

風ぶ

（
脳
出
血
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ
る
、

半
身
不
随
、手
足
の
ま
ひ
な
ど
の
症
状
）

に
か
か
っ
て
手
足
が
か
な
わ
ぬ
様
に
な
っ

た
が
、
正
助
の
孝
養
は
一
層
深
ま
る
ば

か
り
、
農
事
で
暇
が
な
く
と
も
必
ず
朝

晩
の
食
事
は
自
ら
食
を
す
す
め
て
一
度

も
欠
か
し
た
事
な
く
、厠
に
行
っ
た
り
、

ま
た
、五
、六
町
離
れ
た
妹
の
家
に
行
く

に
も
父
を
背
負
っ
て
行
っ
た
。
妹
も
兄
の

正
助
と
同
じ
く
孝
行
な
者
で
毎
月
三
度

は
酒
の
つ
ま
み
を
父
に
届
け
父
母
を
慰

め
た
。

正
助
の
孝
養
は
総
て
日
常
の
行
為
に

於
い
て
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
上
を
敬
い

人
を
憐
み
、正
直
で
人
の
吉
事
を
聞
い
て

は
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
喜
び
、凶
事
を

聞
く
と
こ
れ
を
悲
し
ん
で
我
身
を
い
と

わ
ず
人
の
為
な
れ
ば
ど
ん
な
事
で
も
引

受
け
た
。
公
役
に
は
村
民
が
色
々
と
用

事
に
事
よ
せ
て
免
れ
ん
と
す
る
が
、
正

助
は
決
し
て
免
れ
た
事
は
な
く
公
役
を

務
め
る
事
は
己
の
名
誉
と
考
え
、進
ん
で

そ
れ
に
服
し
た
の
で
次
第
に
村
民
達
も

正
助
の
心
掛
け
に
恥
を
感
じ
て
、公
役
の

断
り
を
言
う
者
は
誰
も
い
な
く
な
っ
た
。

公
役
に
限
ら
ず
人
の
頼
む
事
は
自
分

が
如
何
に
忙
し
い
と
き
で
も
、自
分
の
こ

と
を
差
置
い
て
そ
の
務
め
を
果
た
し
た

の
で
、あ
る
時
は
そ
の
為
に
耕
作
の
時
を

失
っ
て
悲
常
な
損
失
を
招
い
た
が
、決
し

て
心
を
痛
め
な
か
っ
た
。
享
保
三
年
、疫

病
が
流
行
し
て
村
中
が
病
に
冒
さ
れ
、

人
々
は
恐
れ
て
病
人
の
居
る
家
を
訪
れ

る
者
も
な
か
っ
た
が
、正
助
は
少
し
も
恐

れ
ず
病
人
の
家
に
出
入
し
て
日
頃
よ
り

用
事
の
手
伝
い
を
し
て
、医
者
、薬
、食

事
か
ら
葬
式
の
世
話
ま
で
何
で
も
親
切

に
用
を
足
し
た
。

ま
た
、
冬
の
あ
る
時
に
は
山
か
ら
薪

を
取
っ
て
帰
る
途
中
、乞
食
に
誤
っ
て
薪

で
突
倒
し
た
時
は
正
助
は
驚
い
て
そ
の

無
礼
を
詫
び
、刈
取
っ
た
薪
を
焼
い
て
乞

食
を
温
め
て
帰
し
た
。

物
乞
が
家
に
立
て
ば
必
ず
多
少
な
り

と
も
与
え
、
家
を
出
た
後
で
物
乞
の
来

た
時
は
必
ず
何
か
恵
む
こ
と
を
母
に
頼

ん
で
い
た
。

薪
を
刈
取
る
に
も
先
ず
山
を
拝
し
て

か
ら
木
を
切
り
、
牛
馬
を
使
う
に
も
人

に
物
言
う
が
如
く「
今
日
は
田
を
鋤
か
せ

ま
す
」「
今
日
は
重
荷
を
負
わ
せ
ま
す
」

「
今
日
は
御
苦
労
で
御
座
い
ま
し
た
」と

云
っ
て
感
謝
の
心
で
接
し
た
。
年
貢
米
を

馬
に
乗
せ
て
船
場
に
運
べ
ば
、帰
り
に
は

鞍
や
其
他
の
馬
具
類
は
、蓑
笠
の
如
き
軽

い
物
に
至
る
ま
で
自
分
が
携
え
て
数
里

記念碑正面より



発
行
日
令
和
元
年
十
二
月
一
日

住

所
〒
八
一
一
─
三
五
〇
五

福
岡
県
宗
像
市
田
島
二
三
三
一

電

話
（
〇
九
四
〇
）六
二
─
一
三
一
一（
代
）

発
行
人
葦 

津
　
敬 

之

制
作
・
印
刷

ゼ
ネ
ラ
ル
ア
サ
ヒ

発
行
所
　
宗
像
大
社

今
回
も
ま
た
、知
ら
な
か
っ
た
新
た
な
歴
史
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。「
津
屋
崎
に
塩
田

が
あ
っ
た
。」と
い
う
こ
と
は
知
っ
て
は
い
ま

し
た
が
、こ
ん
な
に
も
凄
い
と
こ
ろ
だ
と
は
…
。

各
所
に
残
る
製
塩
の
遺
構
や
、「
津
屋
崎
千
軒
」

が
塩
の
運
搬
に
よ
り
栄
え
、出
来
上
が
っ
た
町

で
あ
る
こ
と
な
ど
、新
た
な
学
び
を
得
て
、そ

し
て
ま
た
、改
め
て
自
分
で
調
べ
て
み
る
、現

場
に
行
っ
て
み
る
こ
と
の
大
切
さ
を
実
感
し

ま
し
た
▼
今
号
で
参
考
と
し
て
大
い
に
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、「
津
屋
崎
と
塩
文
化
」（
有

料
５
０
０
円
・
津
屋
崎
千
軒
民
俗
館
藍
の
家
に

て
販
売
）は
、更
に
詳
し
く
知
り
た
い
方
に
は

お
ス
ス
メ
で
す
▼
正
助
さ
ん
の
お
話
も
、何
と

な
く
知
っ
て
は
い
ま
し
た
が
、
正
助
さ
ん
の

こ
と
を
調
べ
て
み
る
と
、自
分
は
親
孝
行
し

て
い
る
か
？
人
に
優
し
く
し
て
い
る
か
？
正

し
く
生
き
ね
ば
。
と
、自
分
自
身
の
生
き
方
に

つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
…
。
色
々
教

え
ら
れ
、考
え
さ
せ
ら
れ
る
良
き
機
会
と
な
り
、

ま
た
、な
ぜ
吉
武
小
学
校
に
こ
ん
な
巨
大
な
記

念
碑
を
建
て
た
の
か
分
か
っ
た
よ
う
な
気
に

な
り
ま
し
た
▼
今
号
編
集
に
あ
た
り
、資
料

や
情
報
を
提
供
い
た
だ
い
た
皆
様
に
誌
面
を

か
り
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。	

（
鈴
）

編
集
後
記

8

そ
の
後
、
母
は
正
助
に
妻
を
迎
え
る
事

を
勧
め
た
が
両
親
の
余
命
短
い
事
を
考

え
る
と
妻
を
迎
え
て
却
っ
て
孝
養
も
疎

く
な
り
、耕
作
も
暇
の
な
い
上
、両
親
に

御
心
痛
を
わ
づ
ら
わ
す
事
が
多
く
な
る

事
を
恐
れ
て
迎
え
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。

父
、
六
十
才
か
ら
十
八
年
間
病
身
に

あ
っ
た
が
、
正
德
元
年
七
十
七
才
で
逝

去
し
た
。
彼
が
そ
の
間
に
於
け
る
心
身

を
砕
い
て
の
奉
養
も
果
敢
な
く
彼
は
こ

の
悲
し
み
に
深
く
沈
痛
し
た
。

死
後
は
厚
く
弔
い
、母
親
へ
の
孝
養
が

一
層
厚
く
な
っ
て
農
業
公
役
の
外
、自
分

の
事
で
は
他
出
す
る
事
な
く
、常
に
母
の

側
に
あ
っ
て
孝
養
を
尽
し
た
。
父
の
墓
所

に
は
毎
日
一
度
は
詣
で
て
、他
所
か
ら
菓

子
な
ど
を
恵
ま
れ
る
と
必
ず
半
分
は
母

に
す
す
め
、半
分
は
墓
所
に
供
え
て
自
分

で
い
た
だ
く
事
は
な
か
っ
た
。

正
助
の
こ
の
善
行
は
早
く
も
国
主
に

聞
こ
え
、
た
び
た
び
重
宝
を
賜
わ
り
大

変
誉
め
ら
れ
た
。
寬
政
五
年
黒
田
公
は

領
内
巡
視
の
折
、
親
し
く
そ
の
墓
を
尋

ね
て
父
母
の
墓
碑
と
共
に
改
造
し
、ま
た

そ
の
子
孫
も
優
遇
さ
れ
た
。

近
年
、有
志
者
が
そ
の
徳
を
慕
い
、後

世
に
伝
え
よ
う
と
吉
武
小
学
校
庭
に
一

大
記
念
碑
を
建
設
し
た
が
同
校
児
童
に

は
こ
の
う
え
な
い
、よ
い
感
化
を
与
え
て

い
る
。

吉
武
地
区
に
残
る
伝
承

正
助
さ
ん
の
足
跡
を
た
ど
り
、
吉
武

地
区
へ
。
先
ず
、会
社
名
に
そ
の
名
を
残

す「
正
助
ふ
る
さ
と
村
へ
」。
こ
こ
に
は
、

孝
子
正
助
資
料
館
と
い
う
建
物
が
あ
り
、

正
助
さ
ん
が
馬
を
労
わ
っ
て
い
る
人
形
や

当
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
農
機
具
。
ま

た
、
正
助
さ
ん
の
お
話
を
と
り
あ
げ
て

い
る
道
徳
の
教
科
書
な
ど
、正
助
さ
ん
に

ま
つ
わ
る
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
、
本
文
に
あ
る
一
大
記
念
碑

を
探
し
、吉
武
小
学
校
を
訪
ね
る
と
、正

門
を
入
り
直
ぐ
左
手
に
ま
さ
に
巨
大
な

記
念
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
た
。
た
ま
た

ま
、
校
長
先
生
に
お
話
を
伺
う
こ
と
が

で
き
、正
助
さ
ん
に
つ
い
て
記
録
の
残
る

書
物
な
ど
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

吉
武
小
学
校
で
は
授
業
の
一
環
と
し
て

正
助
さ
ん
の
話
を
演
劇
に
し
た
り
、
今

は
丁
度
、小
学
六
年
生
が
正
助
さ
ん
に
つ

い
て
調
べ
る
学
習
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
、吉
武
地
区
の
人
々
に
と
っ

て
正
助
さ
ん
は
偉
人
で
あ
り
、
人
の
生

き
方
を
学
ぶ
お
手
本
と
し
て
大
切
に
語

り
継
が
れ
、そ
の
心
が
し
か
っ
り
と
伝
承

さ
れ
て
い
る
。

冊子としてまとめられ、地域の人々に伝承されてきた

生徒が行う演劇用の台本
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