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《人口と世帯》（平成29年６月30日現在）
　住民基本台帳人口合計：129,102人
　　 （男：61,609人、女：67,493人）
　世帯数：48,749世帯
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鶴岡の風物や人々の暮らしについて、昔の写真と今の姿を比較しながら、その歴史をひもときます。

つるおかの写真で見る
隔月連載 今 昔

第10回 塩を作った旧庄内藩士たち 早田製塩所

　

明
治
四
年
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
廃
藩
置
県
。
そ
の
と
き
、
旧
庄

内
藩
士
た
ち
が
松
ケ
岡
地
区
を
開
墾
し
、

数
年
で
大
蚕
室
群
を
整
備
し
た
こ
と
は

余
り
に
も
有
名
な
話
で
す
。
そ
れ
と
ほ

ぼ
と
き
を
同
じ
く
し
て
、
製
塩
業
に
取

り
組
ん
だ
旧
藩
士
た
ち
が
い
た
こ
と
を

知
っ
て
い
ま
す
か
。

　

明
治
十
年
前
後
、
旧
藩
士
・
榊
原
十

兵
衛
た
ち
十
戸
ほ
ど
が
早
田
村
の
海
岸

に
移
住
。
明
治
十
二
年
に
製
塩
所
を
造

り
ま
し
た
。
製
塩
方
法
は「
枝
条
架
法
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
た
。
約
二
十
段

の
棚
に
竹
の
枝
を
敷
き
並
べ
、
棚
の
最

上
部
に
あ
る
無
数
の
穴
を
開
け
た
樋と
い

に

海
水
を
流
し
ま
す
。
穴
か
ら
各
棚
の
枝

に
滴
り
落
ち
る
に
つ
れ
て
濃
縮
さ
れ
、

最
後
に
溜
ま
っ
た
一
番
濃
い
海
水
を
煮

詰
め
る
こ
と
で
塩
を
作
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
思
う
よ
う
に
生
産
高
が
伸

び
ず
、
榊
原
ら
は
製
塩
所
を
鶴
岡
の
日

向
氏
・
萩
原
氏
に
譲
り
渡
し
ま
し
た
。

両
氏
は
製
塩
会
社
を
組
織
し
て
事
業
を

継
続
し
ま
し
た
が
、
県
の
補
助
金
が
な

く
な
っ
て
経
営
が
悪
化
。
明
治
四
十
一

年
に
、
同
じ
鶴
岡
の
伊
藤
氏
に
売
却
す

る
も
、
翌
年
に
製
塩
会
社
は
廃
業
し
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
製
塩
所
が
あ
っ
た
場
所
に
そ

の
名
残
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

塩
を
作
っ
た
旧
庄
内
藩
士
た
ち
が
い
た

歴
史
が
消
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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▲早田製塩所（明治19年頃）

▲枝条架法の製塩器

▲現在（早田地区と鼠ヶ関地区の間辺り）

▲羽前国早田製塩会社の図（阿部正己『荘内製塩史考』から）


