
1お話を聞く前にまず塩田作業を体験。「浜引き」と呼ばれるこの工程では、馬鍬（ま
ぐわ）で砂浜の表面に凹凸を作り、そこへ海水をひしゃくで散布する　2太陽熱で水
分を蒸発させ、乾いた砂を沼井（ぬい）と呼ばれる抽出装置に入れ、海水をかけて塩
分を溶かす作業　31と2の作業を繰り返し、ようやくかん水（高濃度の塩水）がで
きる。これを煮詰めて結晶化させ、ようやく塩ができあがる　4塩づくりを指導して
くれた柏原さん。小柄なお体で簡単そうに道具を操るが、いざやってみると相当な重
労働だ　5復元塩田の全景。中央の盛り上がったところが沼井

　復元塩田で昔ながらの塩田
作業を体験し、使い慣れない
道具や重い砂を運びながら、
塩づくりの難しさや大変さを身をもって知りました。一方
で、道具を体の一部のように使い、砂を軽々と運ぶ柏原
さんは、本当に塩づくりが体にしみこんでいるんだなと。
柏原さんの人生は、ずっと塩田に寄り添ってきたのだと
思いました。そのように人生を通して磨いてきたものが
ある柏原さんからは自信や誇らしさを感じます。柏原さ
んにとって塩田は、まさに人生の一部なのだと思います。

　かつて日本一の規模を誇った香川の製塩業。その最後の語り部が今
回の名人、柏原幸雄さんです。今も宇多津の復元塩田で塩作り体験を
指導され、製塩技法や浜引き歌を伝えています。最盛期には、宇多津
の海岸線は見渡す限り塩田だったそうですが、昭和47年、化学製塩法
の登場で伝統的な従来の製塩業は操業停止に。宇多津のまちは大きな
転換期を迎えます。かつての塩田の賑わいからその終焉までを見つめ
てきた柏原さん。塩田業の収入は高かった反面、大変な重労働だった
そうです。お話を聞いた細川さんも、当時の塩づくりの過酷さを、身を
もって体験しました。薄れゆく塩田の記憶を、心と体で感じた聞き書
きでした。
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宇
多
津
の
海
の
伝
承
者
や
か
ら
、

み
ん
な
に
広
め
な
い
か
ん
。

柏
原
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
入
浜
式
塩
田
で
働
か
れ
て
い
た
頃
は
、
ど

の
よ
う
な
生
活
だ
っ
た
の
で
す
か
？

　
毎
日
、
朝
４
時
ぐ
ら
い
か
ら
作
業
し
て
い
ま

し
た
。
夏
場
に
な
っ
た
ら
、
朝
５
時
ゆ
う
た
ら

も
う
明
る
い
で
し
ょ
。
だ
か
ら
太
陽
が
出
な
い

う
ち
に
作
業
し
て
し
ま
う
。
朝
場
が
終
わ
る
の

が
だ
い
た
い
８
時
前
や
な
。
昼
は
２
時
半
頃
ぐ

ら
い
か
ら
、
一
斉
に
バ
ー
ッ
と
百
何
軒
が
お
昼

の
作
業
に
行
く
ん
や
な
。
み
ん
な
同
じ
、
一
番

太
陽
の
き
つ
い
と
き
に
。
夜
は
18
時
く
ら
い
に

終
わ
る
。
ご
は
ん
は
、
弁
当
持
っ
て
き
と
る
よ
。

ほ
な
け
ん
、
奥
さ
ん
連
中
が
し
ん
ど
か
っ
た
。

朝
の
４
時
に
は
、
朝
と
お
昼
の
２
回
分
の
弁
当

を
用
意
せ
な
あ
か
ん
か
っ
た
か
ら
。

│
│
塩
田
で
作
業
さ
れ
て
い
る
方
は
、
た
く
さ

ん
食
べ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

　
そ
う
そ
う
、
た
く
さ
ん
食
べ
る
の
。
お
腹
が

す
く
も
ん
や
か
ら
。
一
升
飯
を
一
日
で
食
べ

よ
っ
た
。

　
私
が
中
学
生
ぐ
ら
い
の
頃
は
、
本
当
は
こ
の

瀬
戸
内
海
で
泳
ぎ
た
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、

そ
れ
が
泳
げ
な
ん
だ
ん
で
す
よ
。
塩
田
し
と
る

お
か
げ
で
。
そ
れ
で
子
供
の
頃
は
、
海
が
も
う

憎
た
ら
し
か
っ
た
。
み
ん
な
楽
し
気
に
泳
ぎ
よ

る
の
に
な
ん
で
こ
ん
な
作
業
せ
な
あ
か
ん
の

や
。
海
が
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
な
と
。
で
も
、

海
は
生
活
の
糧
で
す
し
ね
。
海
水
が
な
か
っ
た

ら
塩
は
と
れ
ん
の
や
か
ら
。
今
か
ら
思
う
た

ら
、
恵
ま
れ
と
っ
た
ん
や
ね
、
海
水
が
あ
る
と

こ
ろ
で
。

│
│
若
い
頃
か
ら
つ
ら
い
作
業
を
経
験
さ
れ

て
、
し
か
も
、
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
塩

田
な
の
に
、
そ
れ
で
も
伝
承
者
と
し
て
今
も
関

わ
り
続
け
て
お
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
？ 

　
自
分
で
塩
田
は
好
か
ん
と
言
う
と
っ
た
の
に

な
。
結
局
、
血
が
そ
う
い
う
風
に
な
っ
て
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
。
父
親
の
後
ろ
姿
を
見
て
き
ま

し
た
か
ら
ね
。
私
も
塩
田
の
子
で
す
。

│
│
塩
田
の
作
業
で
一
番
つ
ら
い
こ
と
っ
て
？ 

　
一
番
つ
ら
い
ん
は
夏
。
晩
に
雨
が
降
る
や

ろ
。
そ
う
し
た
ら
、
明
く
る
日
は
（
塩
田
の
）

砂
が
べ
た
っ
と
し
て
し
ま
っ
と
る
か
ら
ね
。
そ

れ
（
表
面
の
砂
）
を
起
こ
し
て
、
引
っ
付
い
て

い
る
砂
を
ほ
ぐ
し
て
。
よ
う
や
く
、
そ
の
日
の

塩
田
作
業
に
と
り
か
か
る
。
そ
れ
が
一
番
き
つ

か
っ
た
な
あ
。
重
た
い
し
、
乾
か
さ
な
あ
か
ん

し
、
浜
を
引
き
ず
ら
な
あ
か
ん
の
や
。
砂
の

温
度
は
50
度
ぐ
ら
い
。
も
う
天
然
の
サ
ウ
ナ
や

な
。
裸
足
で
作
業
し
と
る
と
、
足
の
裏
が
火
傷

す
る
ぐ
ら
い
。
ほ
ん
な
か
ら
な
、
塩
田
し
と
る

人
に
へ
ん
平
足
は
お
ら
ん
の
よ
。
そ
れ
に
足
の

皮
が
厚
い
。
タ
バ
コ
の
火
を
ぽ
い
っ
と
捨
て

て
、
ば
っ
と
踏
ん
で
も
２
足
か
３
足
か
歩
い
た

ら
や
っ
と
気
づ
く
。
熱
い
！
っ
て
。
火
踏
ん
で

か
ら
だ
い
ぶ
経
っ
て
ん
の
に
、
お
前
っ
て
。
そ

れ
ぐ
ら
い
の
厚
さ
な
ん
で
す
。

│
│
塩
田
を
や
っ
て
良
か
っ
た
こ
と
は
？

　
そ
う
で
す
ね
え
、
や
っ
ぱ
り
根
性
が
で
き
た

ん
と
ち
ゃ
い
ま
す
か
ね
。
人
が
や
れ
る
こ
と

で
、
や
れ
ん
こ
と
は
な
い
っ
ち
ゅ
う
。

│
│
昭
和
47
年
に
塩
田
が
廃
止
と
な
り
ま
し
た

が
、
今
ま
で
ず
っ
と
身
近
に
あ
っ
た
塩
田
が
な

く
な
っ
て
ど
う
思
い
ま
し
た
か
？

　
そ
う
や
な
あ
、
父
親
、
母
親
が
か
わ
い
そ
う

や
っ
た
わ
な
。
結
局
、
塩
田
の
た
め
に
生
き
て

き
た
よ
う
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
が

全
部
灰
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
や
か
ら
な
。
私
自

身
は
、
ど
う
せ
こ
の
ま
ま
で
は
何
か
別
の
商
売

を
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
た
か
ら
な
。
ま
あ
時

代
の
移
り
変
わ
り
い
う
か
な
。

│
│
柏
原
さ
ん
か
ら
見
て
、
瀬
戸
内
海
っ
て
ど

う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
？

私
も
塩
田
の
子
で
す
か
ら
。

宇多津塩田最後の語り部

宇
多
津
塩
田
最
後
の
語
り
部
　
柏
原
幸
雄
さ
ん（
宇
多
津
町
）

柏
かし

原
はら

幸
ゆき

雄
お

さん
（昭和10年生まれ・80歳）

細
ほそ

川
かわ

友
とも

恵
え

さん
（香川大学1回生）
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