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「
水
と
の
戦
い
」を

今
に
伝
え
る
疎
水
道

  

金
の
採
掘
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、
坑

内
か
ら
湧
き
出
る
水
の
排
出
。
そ
れ
を

物
語
る
史
跡
が
佐
渡
に
残
さ
れ
て
い
る
。

金
山
が
栄
え
た
面
影
を
今
に
伝
え
る
北

西
部
海
岸
沿
い
の
相
川
町
。
そ
こ
に
あ

る
「
南み
な
み
ざ
わ
そ
す
い
ど
う

沢
疎
水
道
」
も
そ
の
一
つ
だ
。

　

民
家
の
脇
の
古
び
た
石
の
階
段
を
降

り
て
い
く
と
、
石
垣
に
囲
ま
れ
た
洞
窟

の
開
口
部
が
鉄
の
フ
ェ
ン
ス
で
施
錠
し

て
あ
っ
た
。

「
南
沢
疎
水
道
の
今
に
残
さ
れ
た
唯
一

の
出
入
口
で
す
。
金
山
側
か
ら
の
出
入

口
は
ふ
さ
が
れ
て
、
ど
こ
に
あ
る
の
か

わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
つ
つ
案
内
し

て
く
れ
た
の
は
、
佐
渡
金
山
史
跡
の
観

光
施
設
を
運
営
す
る
株
式
会
社
ゴ
ー
ル

デ
ン
佐
渡
の
職
員
で
金
銀
山
の
歴
史
に

く
わ
し
い
石
川
喜
美
子
さ
ん
だ
。

　

山
の
頂
上
で
金
が
発
見
さ
れ
、
金
鉱

脈
を
求
め
地
中
深
く
へ
と
掘
り
進
ん
で

お
よ
そ
１
０
０
年
。
坑
道
は
海
水
面
以

下
に
ま
で
達
し
た
。
坑
内
で
湧
く
大
量

の
地
下
水
を
排
水
し
な
け
れ
ば
金
鉱
石

を
採
掘
で
き
な
い
。
水
と
の
戦
い
が
過

酷
に
な
り
、
産
出
量
が
伸
び
悩
む
。
そ

こ
で
１
６
９
１
年
（
元
禄
４
）
か
ら
５
年
の

歳
月
を
か
け
、
金
山
の
割わ
り

間ま

ぶ歩
（
注
１
）

か
ら
河
口
近
く
の
南
沢
ま
で
約
１
km
の

徳川領となった1601年（慶長6）から1989年（平成元）のおよそ４00年で、
金78トン、銀2,330トンを産出した佐渡。なかでも相川は幕府の奉行所
が置かれるなど鉱山都市として発達し、最盛期には５万人が暮らしたと
いわれる。しかし、坑道が地下へ延びると湧き出す水の処理に苦しむ。
そのなかから生まれた排水の技術、そして明治期以降の水を用いた金
の抽出技術など、相川金銀山の「水扱い」の歴史を追った。

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜鉱山｜

「排水」と「水利」から見る
佐渡金銀山　　400年続いた鉱脈の残影

1938年建造の「北沢浮遊選鉱場跡」。浮遊選鉱は当時の最先端の技術。
低品位の鉱石などに含まれるわずかな金銀を水と浮遊剤で抽出していた
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水
抜
き
坑
道
を
数
万
の
人に

ん
そ
く足

が
開
削
し

た
。
こ
れ
が
南
沢
疎
水
道
で
あ
る
。

　

工
事
を
計
画
し
た
の
は
佐
渡
奉
行
、

荻お
ぎ
わ
ら
し
げ
ひ
で

原
重
秀
。
坑
道
の
途
中
、
２
カ
所
に

竪
穴
を
掘
り
下
げ
、
同
時
に
６
カ
所
か

ら
掘
削
し
た
。
山
側
と
海
側
か
ら
掘
り

進
む
迎
え
掘
り
の
貫
通
点
の
誤
差
は
１

m
足
ら
ず
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
高
度
な

測
量
技
術
に
驚
か
さ
れ
る
。
疎
水
道
の

高
さ
は
２
・
４
m
、
幅
は
１
・
８
m
。

「
な
ぜ
か
断
面
は
五
角
形
で
将
棋
の
駒

型
。
強
度
を
高
め
る
た
め
と
か
、
上
に

隙
間
を
つ
く
り
空
気
の
流
れ
を
よ
く
し

て
排
水
し
や
す
く
し
た
な
ど
諸
説
あ
り

ま
す
が
真
の
理
由
は
謎
で
す
」
と
石
川

さ
ん
は
気
に
な
る
話
を
し
た
。

　

興
味
深
い
の
は
、
３
０
０
年
を
経
て

残
る
南
沢
疎
水
道
が
１
９
８
９
年
（
平

成
元
）
の
閉
山
（
正
式
に
は
休
山
）
後
も
管
理

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
坑
内
水
の
量
や
酸

性
度
を
毎
月
調
査
し
て
い
る
が
、
重
金

属
な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

「
30
～
40
年
前
に
深
刻
な
水
不
足
が
あ

っ
た
と
き
、
疎
水
の
地
下
水
を
洗
濯
な

ど
に
使
っ
た
と
年
配
の
方
か
ら
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
石
川
さ
ん
。

　

疎
水
の
水
が
湧
き
出
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
い
う
の
で
石
川
さ
ん
に
案

内
し
て
も
ら
っ
た
。
住
宅
の
裏
を
流
れ

る
小
さ
な
間
切
川
の
１
カ
所
。
近
所
の

住
民
が
顔
を
出
し
「
前
は
も
っ
と
噴
き

出
て
た
の
に
…
…
石
が
入
っ
て
埋
ま
っ

（注1）間歩
鉱石を採掘するために掘られた
坑道のこと。語源は、坑道の間を
歩くからなど諸説あり。

相川金銀山Map

濁川

宗太夫間歩

道遊の割戸

南沢疎水道

相川往還

佐渡奉行所跡

北沢地区
大間地区

佐渡金山遺跡
採掘跡

上相川初期鉱山町跡

1ここが現在の南沢疎水道への唯一の出入口となる 2南沢疎水道の内部。これ
が完成したことでそれまで水没していた多くの坑道が復活した（提供：株式会社ゴー
ルデン佐渡） 3南沢疎水道は今も坑内の湧水を間切川から日本海へと流し続け
ている。手前の黄色がかった部分が流出箇所 4相川出身で一度島を出たがUタ
ーンし、佐渡の金銀山の歴史を調べている石川喜美子さん

相川金銀山

1695年作成の坑内測量図を1890年に模写した『佐州相川惣銀山敷岡高下振矩絵図』。太い赤線部分が南沢疎水道。
元禄期（1688-1704）の測量技術では箱根用水と並んで世界的なものと称賛されている（株式会社ゴールデン佐渡蔵）

2

34

1

「排水」と「水利」から見る佐渡金銀山

Special Feature｜SADO｜
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た
の
か
な
」
と
残
念
そ
う
だ
っ
た
。

水
を
汲
み
上
げ
る

水
上
輪
の
技
術

　

南
沢
疎
水
道
は
海
面
す
れ
す
れ
の
地

中
に
開
削
し
た
が
、
そ
れ
が
完
成
す
る

以
前
か
ら
排
水
は
大
き
な
課
題
だ
っ
た
。

「
道ど
う
ゆ
う遊
の
割わ

り

戸と

」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
相
川
金
銀
山
の
鉱
脈
は
標
高
の
高
い

と
こ
ろ
ほ
ど
豊
か
だ
っ
た
の
で
採
掘
は

地
下
へ
向
か
わ
ざ
る
を
得
ず
、
水
と
の

戦
い
は
不
可
避
だ
っ
た
。
水
を
汲
み
上

げ
る
た
め
の
技
術
は
、
江
戸
初
期
の
坑

道
跡
を
見
学
コ
ー
ス
に
し
た
観
光
施
設

「
宗そ
う

太だ

夫ゆ
う
こ
う坑

」
に
展
示
し
て
あ
る
。「
水す

い

上じ
ょ
う
り
ん
輪
」
と
呼
ば
れ
る
し
く
み
だ
。

　

３
m
ほ
ど
の
長
さ
の
木
筒
の
中
心
軸

に
螺ら

旋せ
ん

型
の
羽
板
が
取
り
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
筒
を
坑
道
の
傾
斜
に
沿
っ
て

設
置
し
、
中
心
軸
を
回
す
と
、
筒
と
と

も
に
中
の
羽
板
も
回
転
し
、
下
の
水
が

螺
旋
に
沿
っ
て
上
へ
移
動
し
て
い
く
。

江
戸
時
代
の
絵
図
に
は
、
こ
の
水
上
輪

を
連
ね
て
操
作
し
て
い
る
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
地
下
深
く
か
ら
水

を
汲
み
上
げ
排
水
し
て
い
た
。

　

要
は
ア
ル
キ
メ
デ
ス
ポ
ン
プ
（
注
２
）

の
原
理
。
１
６
５
３
年
（
承
応
２
）
に
大
坂

か
ら
来
た
水す
い
が
く学

宗そ
う

甫ほ

と
い
う
人
物
が
佐

渡
金
山
に
伝
え
た
技
術
と
さ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
中
期
か
ら
水
上
輪
は
使
わ
れ
な

く
な
っ
た
。
水
上
輪
に
は
広
い
ス
ペ
ー

ス
と
傾
斜
角
度
が
必
要
。
鉱
脈
が
乏
し

く
な
り
、
排
水
用
に
掘
削
す
る
手
間
を

か
け
る
余
裕
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
江

戸
、
大
坂
か
ら
治
安
対
策
も
兼
ね
て
無む

宿し
ゅ
く
に
ん

人
が
佐
渡
に
送
ら
れ
、
水み

ず
か
え替

人
足
と

し
て
働
か
さ
れ
た
。
桶
で
水
を
汲
み
上

げ
る
人
海
戦
術
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
後
期
に
は
い
よ
い
よ
良
質
の
鉱

石
の
採
掘
が
難
し
く
な
り
、
そ
れ
ま
で

捨
て
ら
れ
て
い
た
大
量
の
低
品
位
鉱
を

粉
砕
し
て
金
銀
を
取
り
出
し
た
。
粉
砕

に
使
わ
れ
た
の
が
水
車
で
あ
る
。
川
の

上
流
に
池
を
つ
く
っ
て
水
路
を
引
き
、

大
き
な
水
車
の
回
転
力
を
利
用
し
て
心

棒
を
回
し
、
18
本
の
突
棒
を
上
下
に
動

か
す
圧
力
で
鉱
石
を
砕
い
た
。

　

ち
な
み
に
石
川
さ
ん
か
ら
興
味
深
い

話
を
聞
い
た
。
こ
の
水
上
輪
、
昭
和
時

代
に
は
川
の
水
を
水
田
に
上
げ
る
た
め

に
使
っ
て
い
た
ら
し
い
。「
80
歳
前
後
の

方
が
、『
小
学
生
の
こ
ろ
学
校
か
ら
帰
る

と
水
上
輪
を
回
し
て
田
ん
ぼ
に
水
を
上

げ
る
の
が
自
分
の
役
目
だ
っ
た
』
と
言

っ
て
い
ま
し
た
」。
金
山
の
排
水
技
術

が
農
家
の
水
利
技
術
と
な
っ
た
わ
け
だ
。

鉱
山
都
市
の
栄
華
を

偲
ぶ
京
町
通
り
周
辺

　

江
戸
、
京
、
大
坂
か
ら
多
く
の
人
と

文
化
が
流
入
し
、
金
山
の
も
た
ら
す
ゴ

｜鉱山｜

水上輪のしくみ。筒全体を回転
させ、内部の螺旋板が水位を
保って水を汲み上げた（佐渡
金山ガイドブックの図解をもと
に編集部作成）

（注2）アルキメデスポンプ
古代ギリシャの哲学者、アルキメデスが考案した
といわれる揚水装置。ハンドルを回すだけで水を
上まで汲み上げられる。

江戸時代後期の絵巻『佐渡の国金掘ノ巻』には水上輪に
よる排水の作業が描かれている（相川郷土博物館蔵）

江戸時代に使われた水上輪。昭和時代には川の水を
水田に上げる際に用いられたという（佐渡博物館蔵）

（鉱石の採掘）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（水上輪による排水）　　　　　　　　　　　　　　（崩壊を防ぐ山留作業）

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡
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ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
に
沸
い
た
天
領
の
ま

ち
、
相
川
。
金
山
か
ら
佐
渡
奉
行
所
に

至
る
当
時
の
繁
華
街
、
京き
ょ
う
ま
ち町通

り
が
そ

の
面
影
を
残
し
て
い
る
。
道
の
両
側
の

家
屋
は
表
か
ら
見
る
と
平
家
建
て
の
よ

う
だ
が
、
裏
側
に
回
る
と
傾
斜
地
を
利

用
し
た
地
下
と
地
上
の
２
階
建
て
。

「
こ
の
京
町
通
り
は
山
の
尾
根
道
な
ん

で
す
よ
」
と
石
川
さ
ん
が
種
明
か
し
を

し
て
く
れ
た
。「
山
の
斜
面
を
段
切
り
し

て
石
組
み
で
整
地
し
住
め
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
土
地
が
足
り
な
い
ほ
ど
人

が
押
し
寄
せ
て
き
た
証
で
す
ね
」。

　

京
町
通
り
の
坂
道
を
下
る
と
海
が
望

め
る
。「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
急
で
、
つ
ん
の

め
る
感
じ
が
あ
る
で
し
ょ
？ 

尾
根
の

段
丘
を
削
り
強
引
に
道
を
つ
け
た
の
が

わ
か
り
ま
す
」
と
石
川
さ
ん
。
鉱
山
都

市
の
ま
ち
づ
く
り
が
垣
間
見
え
る
。

　

京
か
ら
来
た
豪
商
が
金
銀
の
両
替
店

を
出
し
て
い
た
京
町
通
り
の
南
北
に
は
、

職
業
別
の
町
家
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。

現
在
も
当
時
の
町
名
が
残
っ
て
い
る
。

新
五
郎
町
、
弥
十
郎
町
な
ど
人
名
の
付

い
た
と
こ
ろ
は
、
鉱
山
を
開
削
し
た
頭

領
で
あ
る
山や
ま

師し

（
注
３
）
が
住
ん
だ
ま
ち
。

大
工
町
は
金
掘
り
大
工
。
鍛
冶
町
、
大お
お

床と
こ

屋や

町
な
ど
は
職
人
。
米
屋
町
、
味
噌

屋
町
な
ど
は
商
店
の
ま
ち
。
奉
行
所
周

辺
の
広
間
町
は
役
人
が
住
ん
で
い
た
。

　

江
戸
時
代
を
通
じ
て
一
貫
し
遠
国
奉

行
が
置
か
れ
て
い
た
の
は
佐
渡
だ
け
。

し
か
も
奉
行
所
の
な
か
に
今
で
い
う
造

幣
局
が
あ
り
、
小
判
を
製
造
し
て
い
た

時
期
も
長
い
。
佐
渡
鉱
山
は
徳
川
幕
府

の
長
期
安
定
の
財
政
基
盤
だ
っ
た
。
佐

渡
の
金
銀
は
相
川
か
ら
南
端
の
小
木
港

を
通
じ
て
舟
で
出
雲
崎
に
渡
り
、
北
国

街
道
を
経
て
中
山
道
か
ら
江
戸
へ
と
陸

路
で
運
ば
れ
た
。

　

明
治
に
入
っ
て
も
佐
渡
鉱
山
は
官
営

と
し
て
技
術
開
発
を
重
ね
国
内
ト
ッ
プ

の
金
銀
生
産
量
を
上
げ
た
が
、
１
８
９

６
年
（
明
治
29
）、
財
政
負
担
の
軽
減
と

産
業
振
興
を
狙
い
、
民
間
へ
と
払
い
下

げ
ら
れ
る
。
入
札
の
結
果
、
三
菱
合
資

会
社
が
落
札
し
た
。

　

京
町
通
り
に
は
、
隣
家
と
壁
を
共
有

す
る
三
軒
長
屋
風
の
木
造
家
屋
が
残
っ

て
い
る
。「
か
つ
て
は
社
宅
で
し
た
」
と

石
川
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

水
中
で
金
を
抽
出
し
た

北
沢
浮
遊
選
鉱
場

　

相
川
北
沢
町
に
は
巨
大
な
威
容
の

「
北き
た
ざ
わ沢
浮ふ

遊ゆ
う
せ
ん
こ
う

選
鉱
場ば

跡あ
と

」（
以
下
、
選
鉱
場
）

が
残
さ
れ
て
い
る
。
１
９
３
８
年
（
昭

和
13
）
に
金
の
増
産
を
目
的
と
し
て
建

造
さ
れ
た
こ
の
施
設
で
は
、
粉
砕
し
て

磨す

り
潰つ

ぶ

し
た
金
鉱
石
か
ら
水
を
利
用
し

て
金
を
抽
出
す
る
浮
遊
選
鉱
と
い
う
新

し
い
方
法
が
開
発
さ
れ
た
。「
ち
ょ
う
ど

鍋
の
ア
ク
を
と
る
よ
う
」
と
石
川
さ
ん

が
わ
か
り
や
す
く
た
と
え
て
く
れ
る
。

「
水
槽
の
な
か
に
磨
り
潰
し
た
金
鉱
石

と
、
金
を
集
め
る
油
脂
性
の
薬
品
と
、

泡
が
出
る
よ
う
に
石
鹸
を
入
れ
ま
す
。

水
槽
に
空
気
を
送
る
と
、
重
く
て
沈
ん

だ
金
が
泡
に
く
っ
つ
い
て
浮
か
び
上
が

る
仕
掛
け
で
す
」

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
低
品
位
の
鉱
石
に

含
ま
れ
る
わ
ず
か
な
金
銀
も
無
駄
に
せ

ず
抽
出
で
き
た
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
、

山
か
ら
採
掘
さ
れ
る
金
だ
け
で
は
月
間

５
万
ト
ン
の
処
理
能
力
が
あ
る
選
鉱
場

が
フ
ル
稼
働
し
な
い
。
そ
こ
で
、
低
品

位
の
鉱
石
な
の
で
江
戸
時
代
か
ら
捨
て

置
か
れ
、
や
が
て
川
か
ら
海
に
流
さ
れ
、

波
に
よ
っ
て
海
岸
に
戻
さ
れ
た
浜
石
に

目
を
つ
け
た
。
ト
ン
ネ
ル
を
掘
り
ト
ロ

ッ
コ
で
選
鉱
場
ま
で
運
ん
だ
。

　

ま
た
、
処
理
し
た
あ
と
の
鉱
物
を
含

ん
だ
泥
水
も
濃
縮
し
て
水
を
分
離
し
、

浮
遊
選
鉱
に
再
利
用
し
た
。
そ
の
た
め

の
施
設
が
「
シ
ッ
ク
ナ
ー
」
で
、
直
径

50
ｍ
の
大
き
な
１
基
が
現
存
し
て
い
る
。

（
P
14
・
写
真
７
）

　

浮
遊
選
鉱
に
使
わ
れ
た
水
は
金
銀
山

の
沢
か
ら
水
路
で
引
く
だ
け
で
は
足
り

ず
、
坑
内
に
湧
き
出
た
水
も
使
っ
た
。

明
治
後
期
に
は
火
力
発
電
所
（
北
沢
浮
遊

選
鉱
場
に
現
存
）
が
建
設
さ
れ
た
の
で
、
冷

却
水
に
海
水
も
利
用
さ
れ
た
と
い
う
。

Special Feature｜SADO｜

鉱山都市の面影が残る京町通り。初代佐渡奉行の大久保長安によって職業別の町
割が行なわれた。道路に不規則な起伏があるのは、段丘を削って道を通したため

（注3）山師
15世紀末から16世紀に現れ、江戸時代に広く存在した鉱山業者のこと。
金山師の略称。江戸中期以降は鉱山の全経営を請け負う者も多かった。
転じて投機家や詐欺師を指す言葉としても使われるようになる。

「排水」と「水利」から見る佐渡金銀山
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【鉱山】

　

と
こ
ろ
で
、
段
丘
の
地
形
を
利
用
し

た
選
鉱
場
は
、
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て

破
砕
→
磨
鉱
→
粉
砕
→
浮
選
→
濃
縮
の

工
程
順
に
傾
斜
し
た
内
部
施
設
が
剥む

き

出
し
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。
屋
根
は

ど
う
な
っ
た
の
か
。
そ
の
疑
問
を
石
川

さ
ん
が
解
き
明
か
し
て
く
れ
た
。

「
昭
和
18
年
に
経
済
封
鎖
を
受
け
る
と

金
銀
を
使
う
貿
易
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
政
府
は
金
銀
山
を
つ
ぶ
し
、
武
器

や
鉄
砲
の
弾
に
使
え
る
銅
、
鉄
、
亜
鉛

を
採
掘
す
る
鉱
山
に
転
用
し
ま
す
。
選

鉱
場
の
屋
根
も
剥
が
さ
れ
て
政
府
に
供

出
さ
れ
た
の
で
す
」

　

金
銀
し
か
採
れ
な
け
れ
ば
佐
渡
鉱
山

は
閉
山
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
幸
い
銅
鉱
脈
も
あ
っ
た
の
で
生
き

延
び
、
戦
後
再
び
金
銀
山
に
戻
れ
た
。

鉱
山
に
は
足
を

向
け
て
寝
ら
れ
な
い

　

相
川
に
は
江
戸
時
代
か
ら
番
所
が
あ

り
、
主
に
米
が
陸
揚
げ
さ
れ
て
い
た
大お
お

間ま

港こ
う

が
あ
る
。
だ
が
本
格
的
に
築
港
さ

れ
た
の
は
１
８
８
７
年
（
明
治
20
）
か
ら
。

北
沢
地
区
に
選
鉱
所
を
開
発
す
る
際
に

削
り
と
っ
た
土
砂
で
埋
め
立
て
た
が
、

強
い
季
節
風
と
高
波
の
た
め
工
事
は
難

航
し
、
５
年
の
歳
月
を
要
し
た
。
ま
だ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
な
い
こ
の
時
代
、
護

岸
に
は
土
木
技
術
者
・
服は
っ
と
り
ち
ょ
う
し
ち

部
長
七
の
考

案
、
指
導
に
よ
る
「
た
た
き
工
法
」
が

採
用
さ
れ
た
。
消
石
灰
と
土
砂
を
混
ぜ

た
種
土
に
水
を
入
れ
て
練
っ
た
「
た
た

き
」
と
石
積
み
を
組
み
合
わ
せ
た
護
岸

技
術
で
あ
る
。

　

こ
の
護
岸
と
と
も
に
今
も
大
間
港
に

一
部
の
姿
を
残
し
て
い
る
の
は
、
ク
レ

ー
ン
の
台
座
と
橋
脚
。
選
鉱
場
が
稼
働

し
て
い
た
昭
和
の
大
増
産
の
時
代
に
は
、

海
へ
張
り
出
す
よ
う
に
橋
が
設
置
さ
れ
、

貨
物
を
運
ぶ
ク
レ
ー
ン
や
ト
ロ
ッ
コ
が

通
っ
た
。
金
鉱
石
は
こ
こ
か
ら
船
に
積

み
出
さ
れ
、
香
川
県
直な
お
し
ま島
の
三
菱
の
精

錬
所
に
運
ば
れ
た
。
ま
た
、
大
間
港
に

は
火
力
発
電
所
が
建
設
さ
れ
、
燃
料
と

な
る
石
炭
が
積
み
入
れ
ら
れ
た
。

　

江
戸
時
代
に
開
削
さ
れ
た
南
沢
疎
水

道
や
水
上
輪
の
技
術
は
排
水
の
た
め
、

そ
し
て
明
治
か
ら
昭
和
前
期
に
築
造
さ

れ
た
大
間
港
や
北
沢
浮
遊
選
鉱
場
は
水

利
と
し
て
―
佐
渡
鉱
山
の
長
い
歴
史

に
「
水
」
は
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
あ
っ
た
。

「
鉱
山
の
排
水
技
術
が
、
田
ん
ぼ
に
水

を
引
い
た
り
、
隧ず
い
ど
う道

を
掘
っ
た
り
す
る

技
術
に
も
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

岩
を
く
り
抜
い
た
冷
た
い
『
室む
ろ

』
を
冷

蔵
庫
が
わ
り
に
種
芋
や
籾も
み
が
ら殻
を
保
管
し

て
い
た
の
も
、
鉱
山
の
採
掘
技
術
か
ら

き
て
い
る
は
ず
」
と
話
す
石
川
さ
ん
は
、

あ
る
家
庭
に
聞
き
と
り
調
査
に
行
っ
た

と
き
、
こ
ん
な
言
葉
を
聞
い
た
。

「
お
父
さ
ん
が
鉱
山
で
働
い
て
く
れ
た

か
ら
、
私
た
ち
は
満
足
な
暮
ら
し
が
で

き
た
。
鉱
山
に
足
を
向
け
て
は
寝
ら
れ

な
い
」

　

佐
渡
の
生
活
と
産
業
は
４
０
０
年
続

い
た
金
銀
の
鉱
脈
抜
き
に
語
れ
な
い
。

（
２
０
１
８
年
11
月
12
日
取
材
）

Special Feature｜SADO｜ ｜鉱山｜

5コンクリートが普及する前の「たたき工法」によって築かれた大間港。鉱
石の搬出や石炭などの資材搬入に使われた。石積みの部分がたたき工法
で、それ以外はのちに拡張・補強されたコンクリート部分 6大間港に残るト
ラス橋。こうした朽ちていく遺産の保存は大きな課題といえる 7選鉱を経て
泥状になった鉱物と水を分離する沈殿槽「北沢50ｍシックナー」。ここで分
離した水は工業用水として再利用された。大小さまざまなシックナーがあった
が、現存するのはこの1基のみ

5

6

7

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡


