
15 佐渡最初の鉱山を繁栄させた「水」

Special Feature｜SADO｜ ｜文化的景観｜

砂
金
の
産
出
量
を

増
や
し
た
水
利
技
術

　

坂
道
を
上
る
と
、
水
田
が
広
が
る
平

坦
な
土
地
に
出
た
。
車
か
ら
降
り
て
、

田
に
水
を
引
く
Ｕ
字
溝
の
水
路
を
た
ど

れ
ば
、
人
ひ
と
り
が
通
れ
る
ほ
ど
の
山

道
に
沿
っ
て
森
の
な
か
へ
。
山
肌
を
覆

う
草
木
の
左
上
の
方
に
、
わ
ず
か
に
窪

ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
の
窪
み
は
Ｕ

字
溝
と
並
行
し
て
続
い
て
い
る
。

「
こ
れ
は
砂
金
採
り
に
使
わ
れ
て
い
た

旧
水
路
の
痕
跡
で
す
。
明
治
５
年
の
閉

山
後
も
、
山
の
堤
か
ら
同
じ
経
路
を
た

ど
っ
て
農
業
用
水
路
に
転
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
」

　
「
笹
川
の
景
観
を
守
る
会
」
の
会
長
、

金
子
一
雄
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

　

佐
渡
南
西
部
を
流
れ
る
西に
し
み
か
わ

三
川
川
の

上
流
に
あ
る
笹
川
集
落
。
こ
こ
は
中
世

か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
、
佐
渡
の
砂
金

採
取
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
た
と
こ
ろ

だ
。

　

特
に
戦
国
末
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か

け
て
産
出
量
が
伸
び
た
背
景
に
は
「
大お
お

流な
が
し」
と
呼
ば
れ
た
水
利
技
術
の
導
入
が

あ
る
。
そ
れ
以
前
は
川
底
を
掘
り
返
し

た
土
砂
か
ら
砂
金
を
選
り
分
け
る
原
始

的
な
方
法
だ
っ
た
が
、
山
裾
の
地
表
を

人
力
で
大
規
模
に
掘
り
崩
し
、
砂
金
を

含
ん
だ
土
砂
を
谷
川
に
滑
ら
せ
る
。
そ

笹川
西三川砂金山

相川金銀山

鶴子銀山
新穂銀山相川

（右）笹川集落の上に広がる「開田地区」の水田。山向こうから引いた水を利用している 
（左）中世から江戸時代にかけて砂金採取の中心地として栄えた笹川集落。右手奥に
見えるのは改修中の金子勘三郎家

笹川集落の水田（開田地区）を潤すU字溝の水路にかつての水路跡（白線部分）が並走する。山師たちの掘削や測量の技術が活かされた水利だ 

金
の
産
出
に
は
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ

る
。
主
要
な
金
銀
山
の
一
つ
、
西に
し
み
か
わ

三
川

砂さ

金き
ん
ざ
ん山

で
は
、
水
路
を
通
じ
て
水
を
堤

に
溜
め
て
お
き
、
一
気
に
流
し
込
ん
で

余
分
な
土
石
を
洗
い
流
す
巧
み
な
水
利

用
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
残
は
1
8
7
2

年
（
明
治
5
）
の
閉
山
後
に
農
山
村
へ

と
転
換
し
た
「
笹
川
集
落
」
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
国
の
重
要
文
化
的
景
観

に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
山
間
の
集
落
を

訪
ね
た
。

佐
渡
最
初
の
鉱
山
を

繁
栄
さ
せ
た「
水
」
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し
て
長
距
離
の
水
路
を
引
き
、
大
量
の

水
を
堤
に
溜
め
込
ん
で
か
ら
、
水
を
一

気
に
抜
い
て
余
分
な
土
砂
を
洗
い
流
す
。

そ
し
て
残
っ
た
砂さ

礫れ
き

か
ら
大
小
の
石
を

取
り
除
い
て
砂
金
を
採
取
す
る
と
い
う

方
法
で
あ
る
。

　

水
路
跡
は
集
落
の
中
心
部
に
も
あ
る
。

今
は
道
路
で
寸
断
さ
れ
た
断
面
を
見
る

と
、
石
垣
の
上
面
に
平
ら
な
石
を
並
べ
、

底
面
に
水
漏
れ
防
止
の
粘
土
を
貼
っ
た
幅

約
１
・
５
m
の
石
積
み
水
路
の
痕
跡
だ
と

わ
か
る
。
山
を
掘
り
崩
し
て
出
た
大
量
の

ガ
ラ
石
を
利
用
し
、
こ
う
し
た
水
路
が

網
の
目
に
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

「
大
半
の
水
路
跡
は
草
木
に
覆
わ
れ
ま

し
た
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
は
ま
だ
原
型

が
残
っ
て
い
て
、
よ
く
遊
び
場
に
し
た

も
の
で
す
」
と
懐
か
し
む
の
は
「
笹
川

の
景
観
を
守
る
会
」
の
吉
倉
和
雄
さ
ん
。

　

西
三
川
砂
金
山
の
隆
盛
は
「
水
」
な

く
し
て
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

閉
山
後
の
集
落
を

農
村
に
変
え
た
水

　

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て

の
『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇う

じ治
捨し

ゅ
う
い遺
物

語
』
に
、
能
登
国
（
石
川
県
）
の
鉄
掘
り

集
団
の
長
が
佐
渡
国
で
金
を
採
取
す
る

説
話
が
あ
り
、
そ
の
舞
台
が
西
三
川
川

流
域
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
ら
ば
、

こ
こ
が
佐
渡
の
金
採
取
の
ル
ー
ツ
だ
。

　

笹
川
集
落
の
荒あ
ら
が
み
や
ま

神
山
は
中
世
に
山
伏

が
修
行
し
た
と
伝
わ
る
岩
山
。
砂
金
山

の
発
見
と
開
発
に
は
山
伏
が
深
く
か
か

わ
っ
た
ら
し
い
。
な
る
ほ
ど
山
伏
な
ら

野
山
に
分
け
入
る
の
は
お
手
の
も
の
。

　

水
神
を
祀
る
諏
訪
神
社
の
跡
地
に
松ま
つ

浪な
み

遊ゆ
う
に
ん仁

な
る
人
物
を
紹
介
し
た
立
札
が

あ
る
。
１
５
５
５
年
（
弘
治
元
）
か
ら
３
年

間
、
砂
金
採
り
を
し
て
、
水
神
様
よ
り

も
稼
ぎ
優
先
と
ば
か
り
に
、
採
取
に
邪

魔
な
神
社
を
別
の
地
に
移
し
た
そ
う
だ
。

　

１
５
８
９
年
（
天
正
17
）、
佐
渡
を
平

定
し
た
上
杉
景
勝
は
砂
金
を
豊
臣
秀
吉

に
上
納
。
大
規
模
な
開
発
が
始
ま
り
、

砂
金
稼
ぎ
の
た
め
全
国
か
ら
多
く
の

人
々
が
笹
川
集
落
に
や
っ
て
き
た
。
大お
お

山や
ま
ず
み祇
神
社
は
鉱
山
の
安
全
と
繁
栄
を
祈

願
し
て
１
５
９
３
年
（
文
禄
2
）
に
建
て

ら
れ
た
も
の
。
今
も
４
月
15
日
の
例
祭

で
は
「
朝
か
ら
晩
ま
で
集
落
の
１
軒
１

軒
を
回
り
な
が
ら
酒
盛
り
を
す
る
」
な

ら
わ
し
と
金
子
さ
ん
は
言
う
。

　

一
つ
の
稼
ぎ
場
か
ら
砂
金
18
枚
（
１

８
０
両
、
約
２
・
９
kg
）
を
毎
月
上
納
し
た

笹
川
集
落
は
「
笹
川
十
八
枚
村
」
と
呼

ば
れ
た
。
江
戸
期
以
降
の
砂
金
山
の
隆

盛
は
、
佐
渡
奉
行
所
か
ら
派
遣
さ
れ
た

金
山
役
の
役
所
お
よ
び
屋
敷
跡
と
さ
れ

る
平
坦
面
と
石
垣
、
そ
し
て
名
主
を
務

め
た
金
子
勘
三
郎
家
の
茅
葺
屋
根
の
佇

ま
い
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
の
閉
山
後
も

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜文化的景観｜

西三川砂金山で最大の稼ぎ場とされる虎丸山（とらまるやま）。砂金を含む山肌を掘
り崩した跡が見える

砂金の含まれる地層を金穿（かなほ）りたちが掘り崩す堤に溜めておいた水を一気に流して不用な土砂を洗い流す「大流」。砂金が効率よ
く採取できる

絵図『佐州金銀山之図』より「西三川砂金山稼方図」（新潟県立歴史博物館蔵）

笹川集落の中心部に残る石積みの水路跡。こうした水路や堤の跡は今も多数
残っている

水の力を利用した砂金採取法（笹川集落内の砂金採掘場「中柄山稼所」）



17

【文化的景観】

大
半
の
住
民
は
離
散
せ
ず
炭
焼
き
な
ど

で
生
計
を
立
て
た
。
や
が
て
砂
金
採
掘

の
跡
地
や
堤
を
田
畑
に
替
え
、
採
掘
用

の
水
路
を
耕
作
用
の
水
路
に
転
じ
て
、

鉱
山
技
術
を
活
か
し
た
農
地
開
発
が
進

み
、
明
治
末
期
に
は
農
村
へ
と
姿
を
変

え
た
。
や
は
り
「
水
」
が
集
落
を
存
続

さ
せ
る
命
綱
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
今
も
、
集
落
を
流
れ
る
笹

川
川
で
佐
渡
の
小
学
生
が
親
子
で
砂
金

採
り
の
イ
ベ
ン
ト
に
興
じ
て
い
る
。

砂
金
山
の
記
憶
が

埋
め
込
ま
れ
た
景
観

「
佐
渡
西
三
川
の
砂
金
山
由
来
の
農
山

村
景
観
」
は
、
全
国
で
63
件
（
2
0
1
8

年
10
月
時
点
）
し
か
な
い
国
の
重
要
文
化

的
景
観
の
一
つ
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

砂
金
採
掘
の
た
め
一
つ
の
山
を
大
規

模
に
掘
削
し
、
急
斜
面
の
孤
立
し
た

山
々
に
な
っ
た
景
観
。
大
山
祇
神
社
や

阿
弥
陀
堂
な
ど
の
信
仰
施
設
。
砂
金
採

掘
で
堆
積
し
た
ガ
ラ
石
を
利
用
し
た
敷

地
境
界
や
道
路
法
面
の
石
垣
。
鉱
山
技

術
を
淵え
ん
げ
ん源
と
し
農
業
に
転
用
さ
れ
た
水

路
や
堤
。
江
戸
時
代
の
絵
図
と
大
差
な

く
集
落
内
に
継
承
さ
れ
て
い
る
、
こ
う

し
た
重
層
的
な
価
値
が
貴
重
と
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定

さ
れ
る
と
景
観
を
損
な
わ
な
い
土
地
利

用
が
求
め
ら
れ
、
家
屋
の
改
修
も
認
可

が
必
要
。
な
か
で
も
道
路
の
延
長
・
拡

幅
計
画
が
凍
結
さ
れ
る
点
が
論
議
の
的

に
な
り
、
集
落
で
合
意
に
達
す
る
の
に

３
年
か
か
っ
た
。

　

29
軒
、
１
０
０
人
弱
の
笹
川
集
落
全

員
で
構
成
さ
れ
る
「
笹
川
の
景
観
を
守

る
会
」
は
、
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定

さ
れ
た
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
の
前
年

に
発
足
し
た
。
副
会
長
の
盛
山
保
さ
ん

は
、「
昔
は
砂
金
が
採
れ
た
ら
し
い
と
知

っ
て
は
い
て
も
、
自
分
た
ち
の
住
ん
で

い
る
と
こ
ろ
に
そ
ん
な
価
値
が
あ
る
と

は
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
振

り
返
る
。
そ
し
て
「
自
分
た
ち
の
住
ん

で
い
る
地
域
を
自
分
た
ち
で
守
る
意
識

が
生
ま
れ
た
し
、
地
域
の
歴
史
を
よ
く

知
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
て
、
結
果
的

に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
」
と
も
言
う
。

　

７
～
８
年
前
か
ら
始
ま
っ
た
行
事
が

秋
の
収
穫
感
謝
祭
と
冬
の
笹さ

わ話
会
。
笹

話
会
で
は
飾
り
寿
司
や
「
お
こ
し
が
た
」

と
呼
ば
れ
る
菓
子
、
清
冽
な
水
が
恵
む

手
づ
く
り
豆
腐
な
ど
、
昔
な
が
ら
の
郷

土
食
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。「
笹
川
の
景

観
を
守
る
会
」
の
発
足
と
重
要
文
化
的

景
観
の
認
定
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活

性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
も
、
見
学

や
視
察
に
来
訪
す

る
人
を
会
の
メ
ン

バ
ー
、
す
な
わ
ち

住
民
た
ち
が
案
内

し
て
い
る
。

「
地
域
の
保
全
が

目
的
な
の
で
観
光

客
を
誘
致
し
よ
う

と
は
考
え
て
い
ま

せ
ん
。
生
活
の
場
を
勝
手
に
回
ら
れ
る

の
は
困
る
か
ら
保
全
費
用
の
足
し
に
な

る
程
度
の
料
金
で
ガ
イ
ド
し
ま
し
ょ
う
、

と
い
う
く
ら
い
の
ス
タ
ン
ス
で
す
」
と

会
長
の
金
子
さ
ん
は
今
後
に
つ
い
て
話

す
。

　

水
を
軸
に
鉱
山
か
ら
農
村
に
転
じ
存

続
し
た
笹
川
。
砂
金
山
由
来
の
農
山
村

景
観
は
今
ま
た
、
住
民
た
ち
の
手
に
よ

っ
て
未
来
へ
と
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
。

（
２
０
１
８
年
11
月
11
日
取
材
）

佐渡最初の鉱山を繁栄させた「水」

Special Feature｜SADO｜

１５９３年（文禄2）に建てられた大山祇神社と19世紀後半の建造とされる能舞台集落を歩くと、砂金採掘によるガラ石を用いた敷地境界や道路法面が目にとまる

「笹川の景観を守る会」の会長を務める金子一雄さん（右）、副会長の盛山保さん
（中）、吉倉和雄さん（左）

景観と調和するように設計
されたサインシステム。集落
内に12カ所設置されている




