
広報くろしお  №42　2009（平成21）年9月号潸

－特集2－「大町九兵衛さん」のお話

　
佐
賀
の
漁
師
町
の
ひ
と
つ
、
浜

町
地
区
に
、
字
大
町
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
大
町
の
佐
賀
港
を
望
む
道

脇
に
あ
る
、
小
さ
な
祠
を
皆
さ
ん

は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
祠
に
は
、
古
く
か
ら
の
漁

師
町
で
あ
る
こ
の
地
域
一
帯
で
、

詳
し
い
年
代
な
ど
も
不
明
な
ほ
ど

ず
っ
と
昔
に
、
自
ら
の
身
を
犠
牲

に
し
て
、
漁
師
た
ち
を
守
ろ
う
と

し
た
「
大
町
九
兵
衛
さ
ん
」
と
い

う
実
在
し
た
人
物
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
こ
の
大
町
九
兵
衛
さ
ん
の
話
は
、

昭
和
５７
年
に
佐
賀
町
老
人
ク
ラ
ブ

連
合
会
に
よ
っ
て
編
集
・
発
行
さ

れ
た
「
さ
が
谷
昔
ば
な
し
」
に
も
、

ク
ラ
ブ
会
員
で
あ
っ
た
浜
町
地
区

の
故
吉
本
元
吉
さ
ん
に
よ
っ
て
寄

稿
さ
れ
、
今
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
が
谷
昔
ば
な
し
に
よ
る
と
…

ず
ー
っ
と
昔
の
あ
る
年
、
大
雨
で

佐
賀
を
流
れ
る
伊
与
木
川
が
大
洪

水
と
な
り
、
村
全
体
が
大
き
な
被

害
を
受
け
ま
し
た
。

　
そ
の
う
ち
雨
も
あ
が
り
、
よ
い

天
気
に
な
っ
た
日
の
こ
と
、
漁
に

出
た
漁
師
た
ち
は
海
に
浮
か
ぶ
大

量
の
流
木
を
目
に
し
ま
す
。

　
家
屋
や
船
の
修
繕
に
う
っ
て
つ

け
の
材
料
で
す
。
み
ん
な
、
船
一

ぱ
い
に
そ
の
流
木
を
積
ん
で
帰
り

ま
し
た
。

　
そ
の
流
木
の
中
に
は
、
立
派
な

木
材
も
多
く
、
ど
う
や
ら
お
上
の

も
の
が
混
ざ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

あ
ち
こ
ち
の
村
が
当
時
の
取
締
役

人
の
厳
し
い
調
査
を
受
け
、
遂
に

佐
賀
の
漁
師
も
そ
の
調
査
を
受
け

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
水
主
頭
で
あ
っ
た
（
庄
屋
さ
ん

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
）
大
町
さ

ん
は
、
と
て
も
責
任
感
が
強
い
方

で
、
呼
び
出
し
を
受
け
た
漁
師
た

ち
の
身
を
案
じ
て
大
変
悩
ん
で
い

ま
し
た
。

　
城
に
呼
び
出
さ
れ
た
漁
師
た
ち

の
取
り
調
べ
は
無
事
に
済
み
、
罪

に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の

こ
と
を
早
く
大
町
さ
ん
に
知
ら
せ

よ
う
と
、
早
馬
に
乗
っ
た
連
絡
人

が
佐
賀
村
に
急
ぎ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
早
馬
が
や
っ

と
村
を
見
渡
せ
る
椎
木
坂
ま
で
た

ど
り
着
い
た
頃
、
遅
い
連
絡
に
心

配
し
た
大
町
さ
ん
は
「
こ
れ
は
み

ん
な
私
の
責
任
だ
、
私
が
責
め
を

負
え
ば
漁
師
は
助
か
る
」
と
、
そ

の
知
ら
せ
を
聞
く
前
に
自
ら
切
腹

し
、
命
を
絶
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
こ
の
地
域
で
は
、
漁

師
を
一
番
に
思
い
自
分
を
犠
牲
に

し
て
ま
で
守
ろ
う
と
し
て
く
れ
た

大
町
さ
ん
に
報
い
る
た
め
、
そ
し

て
そ
れ
を
後
世
へ
残
す
た
め
、毎

年
盆
祭
り
「
大
町
さ
ん
」
で
供
養

が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　
現
在
、
こ
の
地
域
で
大
町
さ
ん

の
話
を
語
り
継
い
で
い
こ
う
と
す

る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
港
町
に
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
、
み

ん
な
か
ら
慕
わ
れ
て
い
る
大
町
さ

ん
の
こ
と
を
、
も
っ
と
た
く
さ
ん

の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
後

世
ま
で
残
し
て
い
き
た
い
、
と
い

う
地
域
の
方
々
の
思
い
か
ら
で
す
。

　
佐
賀
地
区
で
は
以
前
、
保
育
所

の
取
り
組
み
の
中
で
、
大
町
さ
ん

の
お
話
を
人
形
劇
に
し
て
子
ど
も

た
ち
に
披
露
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
人
形
た
ち
を
使
っ
て
、

大
町
さ
ん
の
話
を
分
り
や
す
く
知

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
と
、
当
時
の
保
育
士
で

あ
り
、
現
在
は
漁
家
民
宿
を
営
む

明
神
妙
子
さ
ん
と
明
神
み
や
さ
ん

が
思
い
つ
い
た
の
が
き
っ
か
け
と

な
り
ま
し
た
。

　
何
年
も
眠
っ
て
い
た
人
形
た
ち

は
、
ま
る
で
こ
の
時
を
待
っ
て
い

た
か
の
よ
う
に
、
朽
ち
る
こ
と
も

な
く
、
良
い
状
態
で
保
存
さ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。

　
人
形
劇
の
初
披
露
が
、
８
月
９

日
の
夜
、
地
元
の
方
々
や
町
外
か

ら
漁
村
体
験
で
宿
泊
し
た
小
学
生

の
子
ど
も
た
ち
を
前
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
豆
電
球
の
明
か
り
だ
け
を

灯
し
、
薄
暗
く
し
た
雰
囲
気
た
っ

ぷ
り
の
黒
潮
一
番
館
で
、
カ
セ
ッ

ト
テ
ー
プ
か
ら
流
れ
る
音
や
話
に

合
わ
せ
て
、
漁
家
民
宿
「
お
お
ま

ち
」「
み
や
丸
」「
漁
影
」「
な
ぶ
ら
」

４
軒
の
家
族
と
地
元
の
方
々
、関

係
者
ら
約
１０
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
人

形
な
ど
を
操
り
、
劇
を
進
め
ま
す
。

そ
の
場
に
い
た
大
人
も
子
ど
も
も
、

人
形
に
目
が
釘
づ
け
と
な
り
、
子

ど
も
た
ち
は
体
を
乗
り
出
し
話
に

聞
き
入
っ
て
い
る
様
子
で
し
た
。

大
町
九
兵
衛
さ
ん

大
町
さ
ん
を
伝
え
よ
う
　

佐賀に伝わる佐賀に伝わる

「大町九兵衛さん」
のお話

「大町九兵衛さん」
（九平）（九平）
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おお まち く へ えおお まち く へ え

（くへえ）

のお話

昭和40年以降の佐賀港改修の際、新し
く祠を立て直し、港を望む見晴らしのよ
い場所に移動されたそうです。

大町さんの話を地域の中から広めていきたいです。人形
劇のご希望があれば喜んで披露させてもらいます。

大
町
九
兵
衛
さ
ん

ほ
こ
ら

ま
つ


