
裏表紙上：二代広重が描いた『諸国六十八
景 佐渡金やま』（文久 2 年 ［1862］）。山を切
り崩し、水の力を用いた西三川砂金山の砂金
採取の様子がよくわかる（国立国会図書館蔵）
裏表紙下：宿根木の海に浮かぶ手づくりの
たらい舟。これも佐渡の誇る文化の一つ

（撮影：藤牧徹也）

表紙：佐渡島の中央部に広
がる国中平野を飛ぶトキ。
減農薬や生きものを増や
す試みがトキをよみがえら
せた。佐渡の里山は世界農
業遺産にも指定されている

（撮影：川本聖哉）
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水の文化 61号　ひとしずく 2

ら
約
60
年
た
っ
た
今
、
私
た
ち
は
千
葉
県

南
房
総
の
鴨
川
と
い
う
町
の
山
奥
に
農
場

を
持
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
こ
の
鴨
川
に

は
加
茂
川
と
い
う
川
が
流
れ
て
い
る
ん
で

す
。
な
ん
だ
か
不
思
議
な
因
縁
。

　

夫
・
藤
本
敏
夫
が
1
9
8
0
年
の
中
頃

か
ら
こ
こ
で
農
業
を
目
指
し
、
2
0
0
2

年
に
他
界
し
た
後
、
こ
こ
を
私
と
、
次
女

の
Y
a
e
の
一
家
で
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。

　

こ
こ
は
水
の
豊
富
な
棚
田
で
、
自
然
に

降
っ
た
雨
だ
け
で
十
分
水
が
足
り
る
天
水

の
田
ん
ぼ
で
す
。
水
の
調
節
は
、
畦
に
土

の
切
り
込
み
を
入
れ
る
だ
け
、
天
然
記
念

物
の
ト
ウ
キ
ョ
ウ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
棲

む
田
ん
ぼ
で
す
。

　

正
月
の
静
け
さ
の
中
で
、
冬
水
田
ん
ぼ

に
寒
月
が
映
っ
て
い
ま
す
。

　

今
も
こ
の
瑞
々
し
い
自
然
の
中
に
身
を

置
い
て
暮
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
、
改
め
て

嬉
し
い
で
す
。

　

水
辺
こ
そ
が
私
の
原
点
。
人
の
故
郷
だ

か
ら
で
す
。

　

心
の
奥
に
い
つ
も
川
の
流
れ
の
音
が
聞

こ
え
て
い
ま
す
。

　

小
さ
な
頃
、
京
都
の
上
賀
茂
で
暮
ら
し

た
日
々
、
上
賀
茂
神
社
の
社
家
だ
っ
た
父

の
実
家
の
、
庭
の
裏
に
あ
る
小
さ
な
離
れ

に
寄
寓
し
て
い
た
わ
が
家
族
。

　

終
戦
後
満
州
か
ら
引
き
揚
げ
て
、
東
京

で
ひ
と
頑
張
り
し
た
父
に
と
っ
て
は
、
不

遇
の
帰
還
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

子
供
の
私
に
は
、夢
の
よ
う
な
生
活
で
し
た
。

　

白
壁
の
家
の
前
に
は
百
人
一
首
に
出
て

く
る
「
な
ら
の
小
川
」
が
流
れ
、
そ
こ
か

ら
家
の
庭
に
小
さ
な
川
が
引
き
込
ま
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
川
は
私
の
家
の
6
畳
間

の
濡
れ
縁
の
そ
ば
を
流
れ
、
そ
の
ま
ま
隣

の
家
へ
と
流
れ
て
行
き
ま
す
。
そ
ば
に
柿

の
木
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昔
は
こ
の
小
川
で
、
野
菜
を
洗
っ
た
り
、

食
器
を
洗
っ
た
り
、
洗
濯
を
し
た
り
し
た

の
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
が
住
ん
だ
家
は
、
昔
女
人
の
住

ま
い
だ
っ
た
ら
し
く
、
女
子
の
ト
イ
レ
し

か
な
か
っ
た
の
で
、
父
も
兄
も
、
柿
の
木

の
根
っ
こ
に
お
し
っ
こ
を
し
て
い
ま
し
た
。

お
客
さ
ん
が
来
た
時
も
、「
う
ち
は
水
洗
ト

イ
レ
で
す
か
ら
」
と
言
っ
て
、「
川
の
そ
ば

で
ど
う
ぞ
」
と
い
う
よ
う
な
風
流
な
暮
ら

し
！

　

私
は
一
人
で
遊
ぶ
の
が
好
き
で
、
よ
く

こ
の
小
川
の
ほ
と
り
で
飽
き
も
せ
ず
遊
ん

で
い
ま
し
た
。

　

水
は
絶
え
ず
音
を
立
て
て
流
れ
ま
す
。

指
を
入
れ
る
と
、
指
の
間
を
さ
や
さ
や
と

水
が
流
れ
る
の
が
気
持
ち
良
く
て
、
一
瞬

も
止
ま
ら
な
い
水
の
生
き
生
き
し
た
感
じ

が
、
大
好
き
で
し
た
。

　

時
々
葉
っ
ぱ
を
流
し
て
み
る
と
、
同
じ

場
所
か
ら
流
し
て
も
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
違

う
場
所
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。
途
中
で
淀

み
に
は
ま
っ
て
く
る
く
る
回
っ
た
り
、
ひ

っ
く
り
が
え
っ
た
り
…
。

　

人
の
運
命
み
た
い
な
も
の
を
こ
こ
で
知

っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

中
学
の
時
東
京
に
引
っ
越
し
、
そ
れ
か

加藤 登紀子（かとう ときこ）

1943年ハルビン生まれ。元 佐渡トキ環境親善大使。1965年、東京大学在学中に第 2回日本アマチュアシャンソンコ
ンクールに優勝し、歌手デビュー。「ひとり寝の子守唄」「知床旅情」「百万本のバラ」などヒット曲を世に送り出す。地
球環境問題にも取り組み2000年から2011年まで環境省・UNEP国連環境計画親善大使に就任し、アジア各地を訪
れ、音楽を通じた交流を重ねる。夫・藤本敏夫が手がけた鴨川自然王国を運営し「農的生活」を推進。『土にいのちの
花咲かそ』『運命の歌のジグソーパズル』など著書多数。2019年はコンサート「Love Love Love」を全国で開催。

加
藤 

登
紀
子

　
歌
手

水
辺
は
人
の
故
郷
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佐渡の国中平野にある田んぼ。冬でも水を残すことで小さな命がつながり、トキのエサ場ともなる



古
来
、「
金
の
島
」と
し
て
知
ら
れ
る

佐
渡
。
日
本
海
に
浮
か
ぶ
こ
の
島

は
、
金
銀
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
鉱

山
技
術
を
応
用
し
た
水
利
に
よ
る

稲
作
お
よ
び
水
の
力（
北
前
船
）で

運
び
出
さ
れ
た
産
品
に
よ
っ
て
隆

盛
を
誇
っ
た
。

金
銀
山
の
閉
山
・
休
山
で
基
幹
産
業

を
失
っ
て
も
人
々
は
暮
ら
し
つ
づ

け
、
今
で
は
ト
キ
を
シ
ン
ボ
ル
と
す

る
ブ
ラ
ン
ド
米
で
持
続
可
能
な
農

業
を
目
指
し
て
い
る
。

日
本
の
縮
図
と
も
い
わ
れ
る
佐
渡

の
歴
史
を「
水
」の
視
点
か
ら
見
つ

め
、「
人
と
自
然
の
共
生
」の
あ
り
方

や
、私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
大
事
に
す

べ
き
も
の
を
探
っ
た
。

 22 北前船  

  廻船の歴史伝える濃密な空間　宿根木・小木港
  コラム  宿根木の海に浮かぶ昔ながらの「たらい舟」

 18 棚田  

  江戸期の記憶留める棚田  岩首昇竜棚田
  コラム  金銀山を支えた鉱山水利と食糧増産

 15 文化的景観  
  佐渡最初の鉱山を繁栄させた「水」　
  西三川砂金山　

 10 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　相川金銀山

加茂湖から大佐渡山地を望む。加茂湖はもともと淡水湖だったが、湖水
の氾濫を防ぐため明治期に開削し、両津湾とつながり汽水湖となった

特
集 

水
が
語
る
佐
渡

4



佐渡佐渡

連載

 36 水の文化書誌 51　

  ドナウ川── 黒い森から黒海まで　古賀邦雄

 38 魅力づくりの教え12  

  暮らしながら守る文化財
  島根県大田市大森町　中庭光彦

 42 食の風土記 13　

  舟運と文化の蓄積がもたらした こづゆ　福島県会津若松市
 45 Go! Go! 109水系 16

  夢を抱いた人々の開拓軸 後志利別川　坂本貴啓

 50 センター活動報告
 51 編集後記／ご案内
  (敬称略）

 目次 
巻頭エッセイ
 2 ひとしずく 
  水辺は人の故郷　加藤登紀子 

 30 生物多様性  

  トキよ、よみがえれ！── 生きものひしめく共生の田んぼ

  コラム  なぜ佐渡の里山は世界農業遺産に認定されたか

 35 文化をつくる  

  水の恵みと可能性に満ちた島　編集部

 22 北前船  

  廻船の歴史伝える濃密な空間　宿根木・小木港
  コラム  宿根木の海に浮かぶ昔ながらの「たらい舟」

 18 棚田  

  江戸期の記憶留める棚田  岩首昇竜棚田
  コラム  金銀山を支えた鉱山水利と食糧増産

 15 文化的景観  
  佐渡最初の鉱山を繁栄させた「水」　
  西三川砂金山　

 10 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　相川金銀山

 8 ジオ  

  二つの島がつながった金の島

 特集 水が語る佐渡

 6 概論 1  

  佐渡が示す人と自然の共生モデル　五十嵐敬喜

 28 概論2  

  恵みを活かして「自立の島」へ
  ── 佐渡の未来への提言　鈴木基之

佐渡の概要
人口は55,331人、世帯数は23,909世帯（2019年
1月1日現在）。面積は約855.61㎢（東京23区の約
1.5倍）。夏は高温多湿だが、冬は対馬暖流の影響で比
較的温暖で降雪量も少ない。平均年間降水量も全国平
均をやや下回る。歴史は古く、2万年から1万7000年
前ごろの遺跡も発掘されている。また、金銀の産出で知
られ、江戸時代は幕府の天領で大がかりな開発が行な
われ、17世紀には世界最大の産出量だったといわれる。
現在の農業は米が中心で、約65万人分相当を生産。柿
などの果樹栽培、干ししいたけづくりも盛ん。漁業では
イカやブリが知られる。日本酒の蔵元も多い。
2004年（平成16）年に、両津市、相川町、佐和田町、
金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町および
赤泊村の1市7町2村が合併し、佐渡島全体が佐渡市と
なった。年間の観光客数は50万人（2016年）。

※佐渡島は「佐渡」と表記する。ただし、「 」内はその
ときの発言に従った

 20 伝統芸能  

  海を越え、育まれた芸能
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文
化
と
自
然
を

兼
ね
備
え
た
島

　

日
本
に
は
、
世
界
が
あ
っ
と
驚
く
よ

う
な
島
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
沖

縄
本
島
で
す
。
琉
球
王
国
の
グ
ス
ク
お

よ
び
関
連
遺
産
群
で
世
界
文
化
遺
産
に

指
定
さ
れ
て
い
る
う
え
、
北
部
の
森

「
や
ん
ば
る
」
も
世
界
自
然
遺
産
の
登

録
準
備
中
で
す
（
注
1
）。
あ
ん
な
に
小

さ
な
島
に
文
化
遺
産
と
自
然
遺
産
が
共

存
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
思
い
当
た
り
ま

せ
ん
。

　

そ
の
沖
縄
本
島
と
双
璧
を
な
す
の
が

佐
渡
で
す
。
佐
渡
金
銀
山
は
世
界
文
化

遺
産
の
国
内
候
補
地
で
あ
り
、
ト
キ
の

復
活
が
象
徴
す
る
よ
う
に
自
然
と
人
の

営
み
が
共
存
す
る
島
で
す
。
す
で
に
世

界
農
業
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
東
京
23
区
の
１
・
５
倍
ほ

ど
の
面
積
で
人
口
６
万
人
ほ
ど
の
佐
渡

は
文
化
遺
産
と
自
然
遺
産
の
両
方
を
兼

ね
備
え
た
世
界
的
な
存
在
に
な
る
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
流

刑
地
だ
っ
た
歴
史
が
あ
り
、
能
や
鬼お
に

太だ
い

鼓こ

な
ど
独
自
の
文
化
も
残
っ
て
い
ま
す
。

北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
た
小お

ぎ木

港
を
支
え
た
宿し
ゅ
く
ね
ぎ

根
木
と
い
う
独
特
な
景

観
を
保
つ
集
落
も
あ
り
ま
す
。

　

佐
渡
は
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
て
い

ま
す
。
個
々
の
文
化
や
自
然
を
評
価
す

る
だ
け
で
な
く
、
時
間
軸
に
沿
っ
て
島

佐
渡
が
示
す

人
と
自
然
の

共
生
モ
デ
ル

佐
渡
の
文
化
や
歴
史
的
価
値
を
ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
佐
渡
金
銀
山
の
世
界
文
化
遺
産
へ
の
登
録

準
備
が
進
む
な
か
、
五
十
嵐
敬
喜
さ
ん
は
「
金
山
を
支

え
た
『
無
形
な
も
の
』
に
も
着
目
す
べ
き
」
と
説
く
。

市
民
に
よ
る
世
界
遺
産
登
録
運
動
の
支
援
活
動
を
各
地

で
行
な
う
五
十
嵐
さ
ん
に
、
「
庶
民
の
労
働
が
支
え
た

佐
渡
文
化
」
を
テ
ー
マ
に
話
を
伺
っ
た
。

Takayoshi Igarashi
1944年山形県生まれ。専門は都市計画、立法学、公共事
業論。法政大学教授、内閣官房参与、日本景観学会会長
などを歴任。不当な建築や都市計画による被害者の弁護
活動に携わる。佐渡関連の著書に『甦る鉱山都市の記憶 
佐渡金山を世界遺産に』（編著）がある。

インタビュー

五十嵐 敬喜さん

弁護士　法政大学名誉教授

（上）人の手で道遊脈と呼ばれる鉱脈を削りとってできた「道遊の割戸」。割れ目は幅がおよそ30ｍ、深さがお
よそ74ｍ　（下）江戸時代の相川のまちなみを描いた『佐渡一国海岸図』（部分）。江戸と同じような町割が
なされた（相川郷土博物館蔵）

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

概論1
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全
体
を
捉
え
る
と
、
別
の
意
味
合
い
が

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

鉱
山
都
市・相
川
の

陰
に
あ
る
も
の

　

佐
渡
金
銀
山
の
中
心
地
は
相あ
い
か
わ川

と
い

う
集
落
で
す
。
戦
国
時
代
に
は
家
が
十

数
軒
し
か
な
い
海
辺
の
寒
村
で
し
た
が
、

金
銀
山
が
発
見
さ
れ
て
１
６
０
１
年

（
慶
長
6
）
に
江
戸
幕
府
の
直
轄
地
と
な

る
と
、
代
官
所
（
の
ち
奉
行
所
）
が
相
川
に

置
か
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
前
期
に
は

４
～
５
万
人
が
暮
ら
し
た
と
推
定
さ
れ

る
大
都
市
に
な
り
、「
相
川
に
は
江
戸
の

文
化
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て
い
る
」
と
ま

で
い
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

金
銀
山
の
象
徴
的
な
存
在
も
相
川
に

あ
り
ま
す
。「
道ど
う
ゆ
う遊

の
割わ

り

戸と

」
で
す
。
巨

大
な
金
脈
を
掘
り
進
む
う
ち
に
山
が
Ⅴ

字
型
に
割
れ
た
江
戸
時
代
の
露
天
掘
り

跡
で
す
。
私
は
最
初
に
見
た
と
き
感
動

を
覚
え
ま
し
た
。
人
々
が
山
の
表
面
に

出
て
い
る
鉱
脈
を
土
砂
ご
と
削
り
と
り
、

山
の
形
す
ら
変
え
て
し
ま
っ
た
事
実
に
、

人
の
営
み
の
凄
ま
じ
さ
、
執
念
と
い
っ

た
も
の
を
感
じ
た
か
ら
で
す
。

　

そ
う
し
た
輝
か
し
い
繁
栄
を
物
語
る

資
産
が
ひ
し
め
く
佐
渡
金
銀
山
に
、
あ

る
意
味
で
の
「
深
み
と
凄
み
」
を
与
え

る
も
の
と
し
て
「
寺
院
」「
無む
し
ゅ
く
に
ん

宿
人
（
注

２
）」「
遊
郭
」
が
あ
り
ま
す
。
相
川
に
は

寺
院
が
多
く
、
人
口
比
で
考
え
る
と
日

本
有
数
の
密
度
。
ま
た
、
坑
内
で
も
っ

と
も
過
酷
な
排
水
作
業
に
あ
た
る
水み
ず
か
え替

人
足
と
し
て
、
幕
府
は
１
７
７
８
年

（
安
永
7
）
を
皮
切
り
に
１
８
０
０
人
余
り

の
無
宿
人
を
佐
渡
へ
送
り
込
み
ま
す
。

　

相
川
に
は
「
無
宿
人
の
墓
」
が
残
っ

て
い
ま
す
が
、
１
８
５
３
年
（
嘉
永
6
）

に
坑
内
事
故
で
犠
牲
に
な
っ
た
28
人
こ

そ
墓
碑
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
か
の

無
宿
人
た
ち
は
名
前
す
ら
記
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
無
宿
人
と
遊
女
の
心
中

物
語
を
作
家
の
津
村
節
子
が
『
海
鳴
』

で
描
い
た
よ
う
に
、「
水み
ず
か
ね金

遊
郭
」
な
ど

遊
郭
も
あ
り
ま
し
た
。

　

繁
栄
の
史
跡
だ
け
で
な
く
こ
う
し
た

悲
劇
も
包
み
隠
さ
ず
明
ら
か
に
し
た
方

が
、
佐
渡
の
文
化
の
深
さ
が
よ
り
伝
わ

る
と
思
い
ま
す
。
金
銀
山
は
ゴ
ー
ル
ド

ラ
ッ
シ
ュ
と
繁
栄
を
も
た
ら
し
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
庶
民
の
苛
烈
な
労
働
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
か
ら
。

産
業
遺
産
を
越
え
る

佐
渡
の
ス
ト
ー
リ
ー

　

明
治
維
新
で
佐
渡
金
銀
山
は
政
府
直

営
と
な
り
、
宮
内
庁
を
経
て
民
間
企
業

に
払
い
下
げ
ら
れ
、
大
型
機
械
に
よ
る

近
代
化
で
再
び
大
増
産
し
ま
す
。
こ
の

ス
ト
ー
リ
ー
を
聞
く
と
産
業
遺
産
に
目

が
向
き
が
ち
で
す
が
、「
人
」
が
介
在
す

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

鑿た
が
ねだ
け
で
地
下
深
く
掘
っ
た
坑
道
、

そ
こ
か
ら
湧
き
出
る
排
水
の
技
…
…
佐

渡
の
、
特
に
江
戸
時
代
ま
で
の
人
の
営

み
は
す
ば
ら
し
い
し
、
わ
か
り
や
す
く

残
っ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
私
た
ち
に

「
人
間
と
は
何
者
か
」
と
い
う
命
題
を

突
き
つ
け
て
く
る
か
の
よ
う
で
す
。

　

そ
し
て
、
明
治
時
代
以
降
の
羽
根
を

狙
っ
た
乱
獲
や
エ
サ
場
の
減
少
、
農
薬

の
影
響
な
ど
に
よ
っ
て
絶
滅
し
て
し
ま

っ
た
ト
キ
が
、
佐
渡
で
復
活
し
ま
し
た
。

　

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
９
月
に
試
験

放
鳥
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
あ
の
と

き
は
た
っ
た
10
羽
で
す
。
10
年
経
ち
、

野
生
化
し
た
ト
キ
は
３
０
０
羽
を
超
え

ま
し
た
。
そ
の
陰
に
は
農
家
を
は
じ
め

と
す
る
住
民
の
努
力
と
関
係
者
の
支
え

が
あ
り
ま
し
た
。

　

ト
キ
の
復
活
を
目
指
し
、
新
た
に
人

と
自
然
の
関
係
を
つ
く
り
直
し
た
こ
と

も
、
ま
さ
し
く
佐
渡
の
文
化
で
す
。
そ

こ
に
は
、
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
目
指
す

べ
き
自
然
と
の
調
和
、
生
き
も
の
と
の

共
生
の
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
す
。

　

人
の
営
み
を
伝
え
る
鉱
山
や
景
観
、

さ
ら
に
ト
キ
が
示
し
た
未
来
へ
の
展
望

―
こ
れ
ら
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
島

だ
か
ら
こ
そ
世
界
遺
産
に
も
ふ
さ
わ
し

い
。
私
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す

（
２
０
１
８
年
12
月
18
日
取
材
）

【概論1】

（注1）やんばる
沖縄本島北部地域一帯を指す「山原」の通称。やんばるは世界
自然遺産候補「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」
の構成資産の一つであり、2020年夏の登録を目指している。

（注2）無宿人
江戸時代に失踪や勘当、貧窮による離村などによって人別帳から
名前を外された人のこと。18世紀後半、幕府に社会不安を起こす
存在と見なされ、佐渡へ送られた。

西暦　 年号 出来事
平安時代末 『今昔物語集』に能登の人（砂鉄採取集

団の長）が佐渡で砂金を採取したと記録
される

室町時代 世阿弥が佐渡に配流となり、小謡集『金
島書』を著す

1460  寛正元 西三川砂金山で本格的に砂金採取が始
まる

1542  天文11 越後の商人により鶴子銀山の採掘が始
まる

1601  慶長6 鶴子銀山の山師たちによって相川金銀
山が開発される

1603  慶長8 大久保長安が佐渡代官になる
1604  慶長9 鶴子の代官所（陣屋）を相川に移す
1618  元和4 代官所を佐渡奉行所と改称する
1621  元和7 佐渡で小判の製造が始まる
1636  寛永13 洪水で相川の割間歩（わりまぶ＝民間請負

の抗）が冠水、260艘の樋が水埋りとなる
1637  寛永14 京都から水学宗甫が来島し、水上輪のつ

くり方を伝授
1663  寛文3 割間歩の稼ぎを中止し、これに反対した

山師や町人総代を投獄。多くの人が職を
失い、3000人以上の餓死者が出る

1696  元禄9 総延長およそ1kmの南沢疎水道が完成
1778  安永7 初めて江戸から無宿人60人が出雲崎を

経て小木へ到着。相川金銀山で水替人
足として働く

1783  天明3 オランダ水突道具（フランカスホイ）を排水
に利用

1825  文政8 金銀山に献金した町人に苗字や屋号を
名乗ることを許可

1869  明治2 佐渡金銀山が明治政府直営の「佐渡鉱
山」となる

1872  明治5 西三川砂金山が閉山
1887  明治20 高任選鉱場と大間港を日本初の空中

ケーブルでつなぐ
1892  明治25 佐渡鉱山専用の相川大間港が完成
1896  明治29 佐渡鉱山が三菱合資会社に払い下げら

れる
1900  明治33 新潟県初の水力発電所「高任発電所」

が稼働する
1929  昭和4 相川で浜石の採取を始める
1940  昭和15 相川北沢に東洋一の浮遊選鉱場が完成
1946  昭和21 鶴子銀山が閉山
1989  平成元 佐渡鉱山が操業を休止する

参考文献：『佐渡金銀山展 図録』（2009）、『黄金の島を歩
く―佐渡金銀山の歴史と文化―』（2010）、『再発見！ 
佐渡金銀山』（2018）など（いずれも新潟県＆佐渡市が編
集・発行）

佐渡金銀山関連の略年表

佐渡が示す人と自然の共生モデル

Special Feature｜SADO｜
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３
０
０
０
万
年
前
の

記
憶
が
残
る
島

　

な
ぜ
佐
渡
に
は
、
金
銀
鉱
脈
が
豊
富

に
存
在
し
、
島
の
真
ん
中
に
広
大
な
平

野
が
あ
る
の
か
。
現
地
を
歩
き
な
が
ら
、

佐
渡
の
独
特
な
地
形
や
地
質
が
生
ま
れ

た
背
景
に
つ
い
て
、
佐
渡
市
教
育
委
員

会
ジ
オ
パ
ー
ク
推
進
室
の
市
橋
弥
生
さ

ん
に
解
説
し
て
も
ら
っ
た
。

「
佐
渡
島
と
日
本
列
島
の
成
り
立
ち
は

よ
く
似
て
い
ま
す
。
今
か
ら
お
よ
そ
３

０
０
０
万
年
前
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の

東
側
の
縁
が
割
れ
、
活
発
な
火
山
活
動

と
と
も
に
陸
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
き

ま
し
た
。
こ
れ
が
日
本
列
島
の
原
型
で

す
。
そ
こ
に
は
将
来
、
佐
渡
島
に
な
る

部
分
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
今
の
大

佐
渡
、
小
佐
渡
（
注
1
）
の
山
々
は
、
こ

の
時
の
火
山
噴
出
物
や
溶
岩
で
で
き
て

い
ま
す
」
と
市
橋
さ
ん
。

　

佐
渡
が
大
陸
の
一
部
だ
っ
た
証
拠
が

見
ら
れ
る
と
い
う
南み
な
み
か
た
べ

片
辺
に
行
っ
て
み

日
本
の
い
わ
ゆ
る
離
島
の
な
か
で
、

佐
渡
は
沖
縄
本
島
に
次
ぐ
面
積
を

も
つ
。金
銀
の
鉱
脈
が
走
る
二
つ
の

山
地
と
離
島
に
は
珍
し
い
広
い
平

野
を
併
せ
も
っ
た
こ
の
島
の
成
り

立
ち
を
紹
介
す
る
。

（注1）大佐渡、小佐渡
北部の大佐渡山地、南部の小佐渡丘陵の略称。大佐渡
の主峰は標高1172ｍの金北山（きんぽくさん）、小佐渡の
主峰は標高646ｍの大地山（おおじやま）。

マグマ

含銀石英脈

熱水（200～300℃）

地下水
熱水

含金石英脈

地下水

火山岩

佐渡が大陸の一部だったことがわかる南片辺付近の岸壁

マグマで熱せられた地下水に金や銀が溶
け、断層に沿って上昇し、沈殿して金銀鉱
床が生まれた（イラストは市橋弥生さん提
供資料と佐渡市発行のパンフレットをもと
に編集部作成）

片辺礫岩の岩肌。少し赤っぽい岩片
が大陸の岩盤をなす花崗岩

激しい噴火の跡を示す球顆流紋岩。
小さい粒が含まれることが特徴

平根崎付近の海岸。海に沈んだあと再び隆起し
たため、斜めになっている

相川金銀山で最大の鉱脈とされる青盤
脈。この地形は金銀が掘り尽くされた跡

平根崎にある貝の化石。
かつて海底だった痕跡

佐渡市教育委員会社会教育
課ジオパーク推進室で学芸員
を務める市橋弥生さん

佐渡島の金銀鉱脈

佐渡島の成り立ち

1海の底にあった大地に押される力が加
わって隆起が始まる 2大佐渡と小佐渡
が海上に現れる 3二つの島から流れ出
た土砂で島がつながり佐渡島となる

2

3

1

両津湾

大佐渡山地

国中平野

小佐渡丘陵真野湾

▲
金北山
1172ｍ

大地山
646ｍ▲

南片辺

舟津江

平根崎

吹上海岸
堂の貝塚

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

ジオ

二
つ
の
島
が
つ
な
が
っ
た

金
の
島
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た
。
海
岸
の
岩
肌
を
観
察
す
る
と
、
大

小
の
薄
赤
色
の
石
が
混
ざ
っ
て
い
る
。

「
赤
っ
ぽ
い
岩
片
は
、
大
陸
の
岩
盤
を

な
す
花か

崗こ
う
が
ん岩

で
す
。
佐
渡
が
大
陸
か
ら

切
り
離
さ
れ
は
じ
め
る
と
き
、
大
陸
の

崖
が
崩
れ
、
そ
こ
へ
火
砕
流
が
流
れ
込

ん
で
そ
の
ま
ま
固
ま
り
、
こ
の
よ
う
な

片か
た

辺べ

礫れ
き

岩が
ん

と
し
て
残
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
」

　

南
片
辺
か
ら
少
し
南
下
し
た
吹
上
海

岸
で
は
、
当
時
の
激
し
い
噴
火
の
痕
跡

で
あ
る
球き
ゅ
う
か
り
ゅ
う
も
ん
が
ん

顆
流
紋
岩
（
球
状
の
石せ
き
え
い英
の
粒
が

含
ま
れ
る
火
山
岩
）
が
荒
々
し
い
海
岸
線
を

形
づ
く
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
約
３
０
０

０
万
年
前
に
で
き
た
片
辺
礫
岩
や
球
顆

流
紋
岩
は
非
常
に
硬
く
、
金
の
採
掘
が

本
格
化
し
た
際
に
は
金
鉱
石
を
砕
く
石い
し

磨う
す

（
注
2
）
の
素
材
と
し
て
重
用
さ
れ
た
。

断
層
に
沿
っ
て

つ
く
ら
れ
た
鉱
脈

「
金
銀
鉱
脈
が
つ
く
ら
れ
た
の
も
、
ち

ょ
う
ど
こ
の
時
代
（
約
２
０
０
０
万
年
前
）

で
す
」
と
市
橋
さ
ん
。
大
陸
か
ら
引
き

離
そ
う
と
働
く
力
に
よ
っ
て
、
佐
渡
の

岩
盤
に
は
亀
裂
が
入
り
、
た
く
さ
ん
の

断
層
が
で
き
た
。
そ
こ
に
マ
グ
マ
で
熱

さ
れ
た
高
温
・
高
圧
の
地
下
水
（
熱
水
）

が
、
地
中
深
く
の
岩
石
か
ら
溶
け
出
し

た
石
英
や
金
、
銀
な
ど
の
鉱
物
を
溶
か

し
込
ん
で
何
度
も
上
昇
し
、
断
層
の
隙

間
を
埋
め
る
よ
う
に
徐
々
に
沈
殿
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
が
金
銀
鉱
脈
で
あ
る
。

相
川
金
銀
山
最
大
の
鉱
脈
と
さ
れ
る
青あ
お

盤ば
ん
み
ゃ
く

脈
は
、
長
さ
２
１
０
０
ｍ
、
深
さ
５

０
０
ｍ
、
幅
６
ｍ
に
も
及
ぶ
と
い
う
。

　

や
が
て
日
本
列
島
が
大
陸
か
ら
完
全

に
切
り
離
さ
れ
る
と
（
約
１
７
０
０
万
年
前
）、

日
本
海
が
誕
生
し
た
。
佐
渡
は
そ
の
後

い
っ
た
ん
日
本
海
の
海
底
に
沈
ん
で
姿

を
消
し
て
し
ま
う
が
、
平ひ
ら

根ね

崎ざ
き

で
は
佐

渡
が
海
底
だ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
貝

の
殻
、
ま
た
ウ
ニ
が
這は

っ
た
跡
な
ど
の

化
石
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
花
粉
化
石
も
あ
り

ま
す
。
当
時
、
こ
こ
は
暖
流
の
影
響
で

沖
縄
の
よ
う
に
温
暖
な
気
候
で
し
た
」

　

長
い
年
月
を
経
て
、
佐
渡
が
再
び
姿

を
現
す
の
は
今
か
ら
約
３
０
０
万
年
前
の

こ
と
。
日
本
列
島
全
体
が
プ
レ
ー
ト
に
押

さ
れ
て
隆
起
を
始
め
る
と
、
海
底
に
あ
っ

た
佐
渡
に
も
力
が
加
わ
り
、
大
佐
渡
、

小
佐
渡
が
二
つ
の
島
と
な
っ
て
海
上
に
顔

を
出
し
た
。
こ
の
時
、
約
３
０
０
０
万
年

前
の
大
地
を
し
っ
か
り
抱
え
た
ま
ま
隆
起

し
た
お
か
げ
で
、
佐
渡
島
に
は
豊
か
な
金

銀
鉱
脈
が
存
在
す
る
の
だ
。

佐
渡
の
食
を
支
え
た

国
中
平
野
の
成
り
立
ち

　

大
佐
渡
、
小
佐
渡
の
山
か
ら
出
る
大

量
の
土
砂
は
、
川
で
運
ば
れ
て
海
岸
線

に
堆
積
し
、
さ
ら
に
波
が
そ
の
砂
を
動

か
し
て
、
今
の
真ま

の野
湾わ

ん

と
両り

ょ
う
つ
わ
ん

津
湾
の
あ

た
り
に
砂さ

す州
が
形
成
さ
れ
た
。

「
砂
州
に
挟
ま
れ
た
海
が
土
砂
で
埋
め

立
て
ら
れ
、
二
つ
の
島
を
つ
な
ぐ
よ
う

に
平
野
が
で
き
た
の
で
す
」

　

国
中
平
野
が
海
だ
っ
た
こ
と
を
示
す

の
が
、
縄
文
時
代
の
貝
塚
遺
跡
で
あ
る
。

６
０
０
０
～
５
０
０
０
年
前
の
縄
文
時

代
は
海
面
が
４
～
５
ｍ
高
か
っ
た
と
推

定
し
、
当
時
の
海
岸
線
を
地
図
上
に
再

現
す
る
と
、「
堂
の
貝
塚
」
な
ど
田
畑
の

な
か
に
無
造
作
に
点
在
す
る
遺
跡
が
、

海
を
囲
む
よ
う
に
並
ぶ
。「
人
の
営
み
は

今
も
昔
も
大
地
が
あ
っ
て
こ
そ
な
の
で

す
」
と
市
橋
さ
ん
は
言
う
。

　

時
は
下
っ
て
江
戸
時
代
。
金
山
採
掘

の
た
め
相
川
集
落
の
人
口
が
増
え
る
と

米
が
不
足
し
、
国
中
平
野
周
辺
の
新
田

開
発
が
一
気
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。
国

中
平
野
に
は
大
き
い
川
も
あ
り
水
は
豊

富
だ
が
、
広
大
な
水
田
に
水
を
平
等
に

分
け
る
に
は
工
夫
が
必
要
で
、
複
雑
な

江え

（
注
3
）
が
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
。

　

江
戸
時
代
か
ら
分
岐
す
る
江
の
幅
が

変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
「
舟ふ
な

津つ

え江
」

を
市
橋
さ
ん
と
訪
ね
、
地
元
の
歴
史
に

く
わ
し
い
加
藤
洋
さ
ん
と
お
会
い
し
た
。

加
藤
さ
ん
宅
の
水
田
は
代
々
、
舟
津
江

の
水
を
利
用
し
て
い
る
。「
舟
津
江
は
七

つ
の
江
に
分
か
れ
ま
す
が
、
そ
の
江
の

幅
は
各
集
落
の
田
の
面
積
に
応

じ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
元

禄
（
１
６
８
８
｜

１
７
０
４
）
初
期
に

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

３
０
０
年
前
の
佐
渡
の
人
た
ち

が
、
水
争
い
を
避
け
る
た
め
に

知
恵
を
絞
り
、
こ
の
し
く
み
を

つ
く
り
上
げ
た
の
で
す
」
と
加

藤
さ
ん
は
語
っ
た
。

　

佐
渡
は
、
地
域
の
地
形
や
成

り
立
ち
に
よ
っ
て
、
水
と
の
つ

き
あ
い
方
も
さ
ま
ざ
ま
だ
。

（
２
０
１
８
年
11
月
29
～
30
日
取
材
）

【ジオ】

（注3）江
佐渡では「江」を①水路、②水田に引き入れ
た水を温めるための水溜まりという二つの意
味で用いるが、ここでは水路を指す。

（注2）石磨
相川金銀山では、上磨に
球顆流紋岩が、下磨に片
辺礫岩が多く用いられた。

舟津江から分かれる七つの江。手前から順に、相ノ山江、下江
（しもえ）、寺江（てらえ）、佐々木江、林江、新田江、橋爪江。七つ
の江の幅は江戸時代から不変

舟津江について説明する農家
の加藤洋さん

二つの島がつながった金の島

Special Feature｜SADO｜
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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



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」）
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【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



竜
が
昇
る
よ
う
に

拓
か
れ
た
棚
田

　

落
葉
広
葉
樹
の
森
の
間
を
縫
う
よ
う

に
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
し
た
水
田

が
連
な
っ
て
い
る
。
下
か
ら
見
上
げ
る

と
、
ま
る
で
天
に
向
か
っ
て
竜
が
昇
っ

て
い
る
か
の
よ
う
―
―
。
こ
こ
「
岩
首

昇
竜
棚
田
」
は
、
小
佐
渡
山
地
の
東
側

の
海
沿
い
の
集
落
・
岩
首
に
あ
る
。
江

戸
時
代
初
期
か
ら
一
度
も
途
絶
え
る
こ

と
な
く
稲
作
を
続
け
て
い
る
。

「
慶
長
年
間
（
1
5
9
6

-

1
6
1
5
）
の
検

地
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
集
落
は
22
軒
か

ら
始
ま
っ
た
そ
う
で
す
」
と
言
う
の
は
、

廃
校
を
活
用
し
た
交
流
拠
点
「
岩
首
談

義
所
」
の
代
表
で
、
佐
渡
棚
田
協
議
会

の
会
長
も
務
め
る
大
石
惣
一
郎
さ
ん
だ
。

　

岩
首
集
落
は
56
戸
、
１
２
６
人
が
暮

ら
す
。
12
～
13

ha
ほ
ど
の
棚
田
は
海
抜

30
ｍ
か
ら
４
７
０
ｍ
と
標
高
差
が
大
き

く
、
佐
渡
で
も
っ
と
も
急
勾
配
と
い
わ

れ
る
。
上
か
ら
眺
め
る
と
棚
田
の
向
こ

う
に
青
い
海
が
広
が
っ
て
い
る
。

「
昇
竜
と
言
っ
た
の
は
最
近
こ
こ
に
遊

び
に
来
た
学
生
な
ん
だ
。
そ
れ
で『
岩
首

昇
竜
棚
田
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
。
私
に
は

ど
う
っ
て
こ
と
な
い
景
色
だ
け
ど
ね
」

　

大
石
さ
ん
は
そ
う
う
そ
ぶ
い
た
。

集
落
の
総
意
で

植
え
な
か
っ
た
杉

　

岩
首
に
は
ダ
ム
も
溜
池
も
な
い
。
森

が
蓄
え
、
山
か
ら
し
み
出
て
く
る
沢
の

水
だ
け
で
米
を
育
て
て
い
る
。

「
上
の
田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
て
、
そ
こ

か
ら
下
の
田
ん
ぼ
に
落
と
す『
田た

ご越
し
』

で
す
。
昭
和
50
年
代
に
基
盤
整
備
を
す

る
前
は
す
べ
て
そ
の
や
り
方
で
し
た
」

　

今
も
部
分
部
分
で
田
越
し
は
残
る
。

し
み
出
る
水
は
冷
た
い
の
で
、
じ
か
に

田
へ
は
入
れ
な
い
。「
江
」
を
通
っ
た
水

を
「
そ
江
」（
注
）
で
巡
ら
せ
温
め
て
か

ら
入
れ
る
。
大
石
さ
ん
は
、「
水
を
融
通

し
合
う
田
越
し
は
人
間
関
係
を
密
に
す

江
戸
期
の
記
憶
留
め
る 

棚
田

江
戸
時
代
初
期
、
金
銀
山
の
発
見
で
人

口
が
急
増
す
る
と
米
が
足
り
ず
、
島
外

か
ら
も
運
ん
で
い
た
佐
渡
。
山
間
に
広

が
る
美
し
い
棚
田
の
多
く
は
、
こ
の
時

期
に
拓
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
急
斜
面
に

天
水
（
雨
の
水
）
を
巧
み
に
巡
ら
せ
る
工
夫

を
「
岩
い
わ
く
び
し
ょ
う
り
ゅ
う

首
昇
竜
棚
田
」
で
見
た
。

岩首昇竜棚田を案内してくれた
大石惣一郎さん。言葉の端々に
この土地への愛着が感じられる

上から見た岩首昇竜棚田。棚田の向こ
うには海が広がり、天候がよければ新潟
県の弥彦山や飯豊連峰も一望できる

18水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜棚田｜



1落葉広葉樹の蓄えた水がほとばしるように
流れる岩首の沢 2「十杯田んぼ」を案内する
大石さん。その名の通り、ごくわずかな量の米
しかとれなくても大事に使われてきた古い田　 
3岩首集落には明治末期まで採掘されてい
た小規模な金山があった。川沿いの崖にぽっ
かりと空いた坑道がその名残 4冷たい山の
水が流れる「江」 5「江」を経た水は「そ江」で
温めて田に入れる

る
も
の
で
し
た
」
と
言
う
。

　

昔
も
今
も
岩
首
の
棚
田
の
水
を
支
え

て
い
る
の
は
落
葉
広
葉
樹
の
森
。
地
名

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
も
と
も
と
岩
だ
ら

け
の
土
地
に
広
葉
樹
の
葉
が
降
り
積
も

り
、
そ
こ
に
木
が
生
え
て
い
る
。
杉
な

ど
針
葉
樹
は
ほ
と
ん
ど
目
に
つ
か
な
い
。

「
岩
首
で
は
米
の
ほ
か
に
木
炭
と
竹
が

収
入
源
で
し
た
。
戦
後
、
杉
の
植
林
が

推
奨
さ
れ
ま
し
た
が
、
杉
か
ら
木
炭
は

つ
く
れ
な
い
。
集
落
で
話
し
合
っ
て
杉

を
植
え
る
の
は
や
め
た
の
で
す
」

　

そ
の
英
断
が
江
戸
時
代
か
ら
の
棚
田

中
心
の
暮
ら
し
を
維
持
さ
せ
た
。

「
で
も
、
８
月
に
な
る
と
カ
ラ
ッ
カ
ラ

に
乾
く
こ
と
も
あ
っ
て
ね
。
そ
の
と
き

は
雨
が
降
る
の
を
願
う
だ
け
で
す
」

ゆ
が
ん
だ
田
に
残
る

先
人
た
ち
の
心

　

見
事
な
棚
田
の
風
景
と
暮
ら
し
に
惹

か
れ
て
、
岩
首
を
繰
り
返
し
訪
ね
る
人

た
ち
が
い
る
。
首
都
圏
の
大
学
生
た
ち

も
毎
年
４
０
０
人
ほ
ど
や
っ
て
く
る
。

十
数
年
前
、
大
石
さ
ん
が
一
人
で
始
め

た
棚
田
散
策
ツ
ア
ー
が
き
っ
か
け
だ
。

「
最
初
は
『
こ
ん
な
田
舎
に
人
が
来
る

わ
け
が
な
い
！
』
と
変
人
扱
い
さ
れ
ま

し
た
ね
。
で
も
昔
の
人
が
つ
く
っ
た
棚

田
を
見
て
、
そ
の
価
値
を
わ
か
っ
て
く

れ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な

い
か
、
と
考
え
た
の
で
す
」

　

大
石
さ
ん
自
身
、「
こ
ん
な
暮
ら
し
は

嫌
だ
」
と
島
を
飛
び
出
し
、
15
年
ほ
ど

東
京
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
朝
か
ら
晩
ま
で
働
く
母
は
『
お
金
が

な
い
』
と
嘆
い
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
、

ホ
ン
ト
は
人
が
住
む
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い

ん
だ
よ
！
」
と
大
石
さ
ん
は
笑
う
が
、

そ
れ
が
本
心
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　

岩
首
に
は
江
戸
時
代
の
ま
ま
の
形
の

田
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、

「
十
杯
田
ん
ぼ
」
を
見
た
。
ゆ
が
ん
だ
形

を
し
た
、
小
さ
な
小
さ
な
田
ん
ぼ
だ
。

「
わ
ず
か
な
土
地
で
も
大
事
に
、
一
粒

で
も
多
く
米
を
と
ろ
う
と
し
た
先
人
の

心
が
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
ね
」
と
大
石

さ
ん
。
鉱
山
の
水
利
技
術
と
の
つ
な
が

り
は
証
拠
が
な
く
判
然
と
し
な
い
も
の

の
、
古
の
工
夫
は
今
も
生
き
て
い
る
。

（
２
０
１
８
年
11
月
15
日
取
材
）

（注）そ江
田んぼのなかにまるで寄り添うよ
うにあるため、漢字をあてるとす
れば「添江」だが定かではない。

　

佐
渡
島
の
特
異
な
点
は
、
旧
小

木
町
以
外
の
す
べ
て
の
市
町
村
で
、

金
、
銀
、
銅
、
鉛
、
砂
鉄
な
ど
の

鉱
物
が
と
れ
た
こ
と
で
す
。
４
０

０
年
近
い
鉱
山
の
歴
史
が
あ
る
た

め
、
採
鉱
、
製
錬
、
排
水
の
新
技

術
が
次
々
に
入
っ
て
き
ま
す
。

　

排
水
は
、
当
初
は
釣つ
る
べ瓶
を
用
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
ス
ポ
イ
ト
の

原
理
を
用
い
た
「
寸す
ぽ
ん
ど
い

法
樋
」
が
導

入
さ
れ
ま
す
が
佐
渡
に
は
合
わ
ず
、

「
水
す
い
じ
ょ
う
り
ん

上
輪
」
が
登
場
し
ま
す
。

　

水
上
輪
は
１
０
０
年
ほ
ど
使
わ

れ
ま
す
が
、
そ
の
後
、
水
田
に
も

転
用
さ
れ
ま
す
。
鉱
山
で
水
上
輪

が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
仕
事
が
減

っ
た
職
人
た
ち
が
農
業
用
に
つ
く

り
さ
ら
に
普
及
し
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
水
上
輪
は
国
中
平
野

を
流
れ
る
国こ
く

府ふ

川が
わ

で
も
多
く
用
い

ら
れ
ま
し
た
。
以
前
は
納
屋
の
軒

先
に
吊
る
さ
れ
た
古
い
水
上
輪
を

見
か
け
ま
し
た
し
、
平
成
10
年
ご

ろ
ま
で
は
水
上
輪
を
つ
く
っ
て
い

た
職
人
も
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
江
戸
時
代
初
期
に
人
口

が
急
増
し
た
の
で
、
食
糧
の
増
産

が
課
題
で
し
た
。
大
久
保
長
安
は

石
見
国
か
ら
３
人
の
漁
師
を
呼
び

寄
せ
て
鑑
札
を
与
え
、
彼
ら
が
ど

の
浦
で
も
漁
を
す
る
こ
と
を
許
し

ま
す
。
漁
師
た
ち
が
移
り
住
ん
だ

漁
村
「
姫ひ
め

津づ

」
は
今
で
も
石
見
姓

の
方
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
米
も
重
要
で
す
の
で
、

新
田
開
発
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

く
わ
し
い
記
録
は
な
い
の
で
す
が
、

相
川
に
近
い
「
鹿か
ぶ
せ伏

」
と
「
小

川
」
は
相
川
金
銀
山
の
た
め
に
開

か
れ
た
棚
田
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
足
り
ず
、
米
や
そ
の
他

の
食
糧
は
島
外
か
ら
仕
入
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
当
時
の
佐
渡

は
栄
え
て
い
た
ん
で
す
ね
。

（
２
０
１
８
年
11
月
15
日
取
材
）

金
銀
山
を
支
え
た

鉱
山
水
利
と
食
糧
増
産

佐
渡
市
世
界
遺
産
推
進
課

係
長　

宇
佐
美 

亮
さ
ん

海沿いの段丘上につくられた小川の水田。
圃場整備を終え、方形状の田となった

1

2

3

4

5
江

そ江

19 江戸期の記憶留める棚田

【棚田】
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島
外
の
文
化
を

受
け
入
れ
た
島

　

ハ
ァ
ー　

佐
渡
へ　

佐
渡
へ
と

　

草
木
も
な
び
く
よ
♪

　

佐
渡
を
代
表
す
る
民
謡
と
し
て
全
国

に
知
ら
れ
る
「
佐
渡
お
け
さ
」。
実
は

元
々
佐
渡
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

は
る
か
熊
本
の
港
唄
「
は
ん
や
節
（
ハ

イ
ヤ
節
）」
が
そ
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ
る
。

「
北
前
船
に
よ
っ
て
九
州
か
ら
佐
渡
に

も
た
ら
さ
れ
た
『
は
ん
や
節
』
が
、
小

木
の
港
町
か
ら
、
や
が
て
相
川
の
金
銀

山
ま
で
伝
わ
り
、『
選
鉱
場
お
け
さ
』
と

し
て
唄
い
継
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
佐
渡
の
芸
能
は
、

こ
の
よ
う
に
海
を
渡
っ
て
き
た
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
を
取
り
入
れ
、
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
独
自
の
発
展
を
し
て
き
た
も

の
が
多
い
の
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
自
身
も
地
元
の

「
鬼お
に
だ
い
こ

太
鼓
」
で
鬼
の
舞
い
手
を
演
じ
て

い
る
と
い
う
、
佐
渡
市
教
育
委
員
会
の

野
口
敏
樹
さ
ん
だ
。

　

佐
渡
に
は
、「
貴
族
文
化
」「
武
家
文

化
」「
町
人
文
化
」
と
い
う
三
つ
の
文
化

の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
中
世

に
は
、
佐
渡
は
流
刑
地
と
さ
れ
、
順
徳

上
皇
や
日
蓮
上
人
、
世ぜ

あ

み
阿
弥
な
ど
、
時

の
政
争
に
敗
れ
た
貴
族
や
文
化
人
が
流

人
と
し
て
渡
っ
て
き
た
。
彼
ら
が
も
た

ら
し
た
の
が
上
方
の
貴
族
文
化
だ
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
今
度
は
金
山

開
発
の
た
め
幕
府
の
統
治
下
に
お
か
れ
、

武
家
文
化
が
広
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
西

廻
り
航
路
が
確
立
さ
れ
て
北
前
船
の
寄

港
地
に
な
る
と
、
商
人
や
船
乗
り
が
全

国
の
町
人
文
化
を
佐
渡
に
運
ん
で
き
た
。

　

離
島
で
あ
る
が
ゆ
え
、
一
度
入
っ
て

来
た
文
化
は
外
に
出
る
こ
と
な
く
蓄
積

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
歌
舞
伎
や
人
形
芝

居
と
い
っ
た
娯
楽
か
ら
民
謡
、
能
楽
、

神
事
祭
礼
ま
で
、
ま
る
で
日
本
の
縮
図

の
よ
う
に
多
彩
な
芸
能
が
、
佐
渡
の
各

地
に
根
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

集
落
ご
と
に
異
な
る

「
鬼
太
鼓
」の
多
様
性

　

佐
渡
の
芸
能
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ

る
の
が
能
楽
だ
ろ
う
。
最
盛
期
に
は
２

０
０
近
い
能
舞
台
が
建
て
ら
れ
、
現
在

も
35
が
残
っ
て
い
る
。
能
の
大
成
者
、

「
芸
能
の
宝
庫
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
多

く
の
民
俗
芸
能
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
佐

渡
。
流
罪
に
よ
っ
て
流
さ
れ
た
貴
族
や

知
識
人
た
ち
が
伝
え
た
「
貴
族
文
化
」
、

鉱
山
の
発
展
で
奉
行
や
役
人
た
ち
が
江

戸
か
ら
持
ち
込
ん
だ
「
武
家
文
化
」
、

北
前
船
で
商
人
や
船
乗
り
た
ち
が
運
ん

で
き
た
「
町
人
文
化
」
。
海
を
渡
っ
て

伝
え
ら
れ
た
も
の
が
融
合
し
た
佐
渡
の

伝
統
芸
能
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

1島内に35ある能舞台の一つ「大膳神社能舞台」。1846年（弘化3）に再建されたもの 
2佐渡市教育委員会の野口敏樹さん。現在は西・北教育事務所長 3毎年6月、牛尾神
社で行なわれる例祭宵宮薪能 4熊本の港唄・はんや節がルーツとされる「佐渡おけさ」 （3、
4提供：野口敏樹さん） 518世紀後半に記された『佐渡年中行事図』には相川の祭りとし
て鬼太鼓の様子が描かれている（舟崎文庫蔵） 
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1

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜伝統芸能｜

海
を
越
え
、育
ま
れ
た
芸
能
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世
阿
弥
が
流
島
さ
れ
て
広
め
た
と
思
わ

れ
が
ち
だ
が
、
実
は
江
戸
時
代
初
頭
、

初
代
佐
渡
奉
行
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
大

久
保
長
安
が
、
武
家
の
教
養
の
た
め
に

能
楽
を
持
ち
込
み
、
庶
民
ま
で
広
く
能

を
開
放
し
た
こ
と
が
大
き
い
ら
し
い
。

　

佐
渡
は
稲
作
が
盛
ん
な
た
め
、
五
穀

豊
穣
を
祈
る
祭
儀
礼
も
多
い
。
初
春
に

は
、
田
植
え
を
模
し
た
儀
式
で
豊
作
を

祈
願
す
る
「
田
遊
び
」、「
御
田
植
」
と

い
っ
た
神
事
が
い
く
つ
か
の
神
社
で
行

な
わ
れ
る
。
ま
た
、
天
文
年
間
（
１
５
３

２
¦

１
５
５
５
）
か
ら
続
く
と
さ
れ
る
城

じ
ょ
う
の
こ
し腰

の
「
花
笠
踊
」
は
京
風
の
雅
な
舞
い
だ

が
、
か
つ
て
新
田
開
発
の
際
に
ご
神
託

に
よ
り
水
田
に
水
が
出
た
こ
と
へ
の
感

謝
と
し
て
、
久く

じ知
八
幡
宮
例
大
祭
（
９

月
）
に
奉
納
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
花

笠
踊
は
、
山
を
越
え
た
赤
玉
集
落
や
、

島
の
北
側
の
相
川
地
区
の
北
田
野
浦
集

落
な
ど
に
も
伝
わ
る
。

　

そ
し
て
、
佐
渡
の
人
々
に
も
っ
と
も

親
し
ま
れ
て
い
る
伝
統
芸
能
が
「
鬼
太

鼓
」
だ
。「
お
ん
で
こ
」
と
も
呼
ば
れ
る

古
く
か
ら
伝
わ
る
芸
能
で
、
悪
魔
を
払

い
豊
年
を
祈
る
神
事
で
あ
る
。

　

野
口
さ
ん
は
「
佐
渡
に
は
約
２
６
０

の
集
落
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
１

２
０
近
く
の
地
域
の
祭
り
に
、
鬼
太
鼓

が
登
場
し
ま
す
」
と
語
る
。

　

野
口
さ
ん
に
よ
る
と
、
佐
渡
の
鬼
太

鼓
は
三
つ
の
系
統
に
分
類
さ
れ
る
。

　

一
つ
は
、
国
中
平
野
か
ら
両
津
湾
沿

岸
に
広
が
る
「
国
中
系
」
で
、
能
楽
を

思
わ
せ
る
洗
練
さ
れ
た
太
鼓
と
鬼
の
舞

い
が
特
徴
だ
。
野
口
さ
ん
の
両
津
湊
地

区
を
含
め
、
佐
渡
の
鬼
太
鼓
の
約
７
割

は
こ
の
国
中
系
だ
。

　

二
つ
め
は
、
相
川
地
区
を
中
心
と
し

た
「
相
川
系
」。
豆
ま
き
系
と
も
呼
ば

れ
、
鬼
が
舞
う
代
わ
り
に
烏
帽
子
を
か

ぶ
っ
た
翁
が
豆
ま
き
風
に
踊
る
。
か
つ

て
相
川
金
銀
山
の
鉱
夫
が
鏨た
が
ねを

手
に
持

っ
て
舞
っ
た
も
の
が
始
ま
り
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。

　

三
つ
め
が
、
新
潟
側
の
海
沿
い
に
見

ら
れ
る
「
前
浜
系
」
で
、
２
匹
の
鬼
が

対
に
な
り
、
太
鼓
と
笛
に
合
わ
せ
て
向

き
合
っ
て
踊
る
の
が
特
徴
だ
。

「
実
際
に
は
、
鬼
の
顔
も
舞
い
方
も
集

落
ご
と
に
個
性
が
あ
っ
て
、
一
つ
と
し

て
同
じ
鬼
太
鼓
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

ぞ
れ
『
自
分
の
地
区
の
鬼
太
鼓
が
一

番
』
と
思
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
野
口
さ

ん
は
言
う
。

次
世
代
に
つ
な
ぐ

佐
渡
の
伝
統
芸
能

　

多
彩
な
芸
能
が
今
も
息
づ
く
佐
渡
だ

が
、
高
齢
化
に
よ
る
芸
能
の
担
い
手
不

足
は
深
刻
だ
。
羽
黒
神
社
の
「
や
ぶ
さ

め
」
の
よ
う
に
、
伝
統
が
あ
り
な
が
ら

十
分
な
人
数
が
集
ま
ら
ず
休
止
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
行
事
も
多
い
。
野
口

さ
ん
の
地
元
湊
町
も
、
40
年
ほ
ど
前
に

一
度
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
た
と
い
う
。

「
か
つ
て
は
町
内
が
組
で
分
か
れ
、
鬼

太
鼓
や
神
輿
、
山
車
な
ど
を
各
組
が
専

ら
継
承
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ

れ
で
は
も
う
祭
り
が
成
り
立
た
な
く
な

っ
て
き
た
。
そ
こ
で
30
代
、
40
代
の
青

年
ら
が
立
ち
あ
が
っ
て
『
若
松
会
』
を

結
成
し
、
組
に
関
係
な
く
子
ど
も
た
ち

を
集
め
て
鬼
太
鼓
な
ど
の
芸
を
地
域
全

体
と
し
て
伝
承
す
る
こ
と
に
し
た
の
で

す
。
当
時
小
学
生
だ
っ
た
私
は
、
そ
の

初
期
の
メ
ン
バ
ー
で
す
」

　

一
方
、
島
外
か
ら
佐
渡
の
伝
統
芸
能

を
支
援
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
少
し
ず

つ
出
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
新
潟
大

学
の
学
生
が
鬼
太
鼓
を
習
い
覚
え
た
縁

で
、
卒
業
し
た
後
も
地
域
の
祭
礼
に
参

加
す
る
な
ど
、
関
係
人
口
（
注
）
も
増

え
つ
つ
あ
る
。

　

そ
し
て
今
、
地
域
全
体
で
力
を
入
れ

て
い
る
の
が
、
毎
年
５
月
末
に
開
催
さ

れ
る
「
佐
渡
國
鬼
太
鼓
ど
っ
と
こ
む
」

と
い
う
芸
能
祭
だ
。
鬼
太
鼓
を
は
じ
め

島
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
芸
能
が
集
結

す
る
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
、
年
々
人
気
が

高
ま
っ
て
い
る
。

　

伝
統
を
守
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で

は
な
い
が
、
佐
渡
の
人
た
ち
は
次
世
代

へ
つ
な
ぐ
た
め
に
手
を
尽
く
す
。

（
２
０
１
８
年
11
月
30
日
取
材
）

【伝統芸能】

（注）関係人口
移住した「定住人口」でもなく、
観光目的で訪れた「交流人口」
でもなく、地域や住民と多様にか
かわる人々のことを指す。

能楽を思わせる洗練された太鼓と鬼の舞いが特徴
の「国中系」

鬼が舞う代わりに烏帽子をかぶった翁（おきな）が
豆まき風に踊る「相川系」

２匹の鬼が対になり、太鼓と笛に合わせて踊る
「前浜系」

「鬼太鼓」の三系統（提供：野口敏樹さん）

海を越え、育まれた芸能

Special Feature｜SADO｜



歴
史
を
物
語
る

大
量
の
陶
磁
器

「
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
？
」。
そ
う
思
っ
た
。

　

伊
万
里
焼
（
佐
賀
）
の
か
さ
ね
重
と
陶と

う

枕ち
ん

、
信
楽
焼
（
滋
賀
）
の
茶
壷
、
備
前
焼

（
岡
山
）
の
船
徳
利
、
小
石
原
焼
（
福
岡
）

の
壺
、
唐
津
（
佐
賀
）
の
す
り
鉢
、
尾
道

（
広
島
）
の
酢
徳
利
の
ほ
か
、
九
谷
焼
（
石

川
）
な
ど
各
地
の
陶
磁
器
が
所
狭
し
と

並
ぶ
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
北
前
船
（
注
1
）

で
佐
渡
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

旧
・
宿
根
木
小
学
校
の
木
造
校
舎
を

利
用
し
た
佐
渡
国
小
木
民
俗
博
物
館
に

は
、
か
つ
て
民
俗
学
者
の
宮
本
常
一
が

住
民
に
呼
び
か
け
て
集
め
た
と
い
う
、

海
運
の
歴
史
を
物
語
る
貴
重
な
品
々
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
１
８
５
８
年
（
安

政
５
）
に
宿
根
木
で
建
造
さ
れ
た
北
前

船
を
当
時
の
設
計
図
を
も
と
に
復
元
し

廻
船
の
歴
史
伝
え
る

濃
密
な
空
間

佐
渡
の
南
端
に
位
置
す
る
宿し

ゅ
く
ね
ぎ

根
木
は
、
近
世
初
期
か
ら
明
治
時
代

に
か
け
て
北
前
船
の
交
易
で
栄
え
た
集
落
だ
。
わ
ず
か
１
ha
ほ
ど
の

小
さ
な
土
地
に
路
地
が
迷
路
の
よ
う
に
巡
り
、
今
で
も
１
０
０
棟
を

超
え
る
板
壁
の
民
家
が
密
集
し
て
い
る
。
船
大
工
の
技
が
随
所
に
活

か
さ
れ
た
ま
ち
な
み
が
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
も

選
定
さ
れ
て
い
る
。
宿
根
木
に
残
る
歴
史
と
栄
華
の
跡
を
た
ど
っ
た
。

22水の文化 61 号　特集  水が語る佐渡
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11858年に宿根木で建造された「幸栄
丸」を設計図通りに実寸大で復元した

「白山丸 」。全長23 .75m、最大幅
7.24m、艫（とも）高6.61m、積石数512
石積（約77トン積） 2佐賀県有田地方
でつくられた伊万里焼の壺。伊万里港か
ら積み出されたものが北前船による交易
で佐渡に渡った 3広島県尾道から運ば
れた酢徳利（すどっくり）

宿根木を案内してくれた高藤一郎平さ
ん。佐渡の歴史と文化に精通している

た
「
白
山
丸
」
も
展
示
さ
れ
て
い
る
1

（
P

25
の
地
図
参
照
）。

「
宿
根
木
の
人
た
ち
は
、
鎌
倉
時
代
か

ら
小
さ
な
船
で
海
運
業
を
営
ん
で
い
ま

し
た
。
今
の
直
江
津
、
能
登
、
鶴
岡
あ

た
り
と
取
引
し
て
い
た
の
で
す
」

　

そ
う
語
る
の
は
、
佐
渡
博
物
館
の
前

館
長
で
、
今
は
宿
根
木
地
区
歴
史
的
景

観
審
議
会
の
修
復
部
会
長
を
務
め
て
い

る
郷
土
史
家
の
高た
か
ふ
じ藤

一い
ち
ろ
う
へ
い

郎
平
さ
ん
。
宿

根
木
小
学
校
は
母
校
で
あ
り
、
宮
本
常

一
の
薫
陶
を
受
け
た
一
人
で
も
あ
る
。

　

佐
渡
島
南
端
の
小
さ
な
港
で
細
々
と

暮
ら
し
て
い
た
宿
根
木
が
発
展
し
は
じ

め
た
の
は
相
川
金
銀
山
と
関
係
が
あ
る
。

「
金
銀
山
が
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ま

で
佐
渡
に
住
ん
で
い
た
人
以
外
に
４
万

人
が
来
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

人
た
ち
の
食
べ
る
米
だ
け
で
６
万
石
が

必
要
で
し
た
が
、
当
時
の
佐
渡
の
年
貢

米
は
た
っ
た
の
２
万
石
。
ま
っ
た
く
足

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
越
後
（
新
潟
）
か
ら

大
量
の
米
を
運
ん
で
い
た
の
で
す
」

　

さ
ら
に
１
６
１
４
年
（
慶
長
19
）、
宿

根
木
か
ら
４
㎞
ほ
ど
離
れ
た
小お

木ぎ

が
幕

府
の
公
式
な
港
「
公こ
う

津し
ん

」
に
指
定
さ
れ

る
と
、
宿
根
木
の
人
た
ち
は
そ
の
整
備

に
力
を
尽
く
す
。
そ
の
証
拠
が
小
木
の

築
港
に
用
い
ら
れ
た
大
き
な
石
。
こ
れ

は
小
木
半
島
の
先
端
に
あ
る
沢さ
わ
さ
き崎

で
し

か
採
れ
な
い
も
の
だ
が
、
同
じ
石
が
宿

根
木
の
集
落
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

（注1）北前船
江戸中期から明治の初めにかけて北海道と大坂を結んで西廻り航路を往来し
た廻船。千石（せんごく）船、弁才（べんざい・べざい）船、どんぐり船とも呼ばれた。

佐渡のほぼ南端に位置す
る宿根木。小さな入り江に
面した小規模な集落だが、
江戸時代から明治時代に
かけて北前船で栄えた

1

2

3

宿根木

小木沢崎

23 廻船の歴史伝える濃密な空間
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「
沢
崎
の
石
は
一
軒
の
家
の
下
か
ら
70

個
以
上
出
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
宿
根

木
の
地
盤
を
整
え
る
た
め
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
宿
根
木
周
辺
で
は
硬
い
石
が

採
れ
な
か
っ
た
た
め
、
佐
渡
奉
行
の
小

木
湊
整
備
工
事
で
沢
崎
か
ら
小
木
へ
運

ぶ
一
方
、
自
分
た
ち
の
集
落
に
も
石
を

持
ち
込
み
、
川
筋
の
固
定
な
ど
に
用
い

た
よ
う
で
す
」
と
高
藤
さ
ん
は
言
う
。

情
報
を
共
有
し
た

船
主
た
ち
の
結
束

　

小
木
が
金
銀
を
運
ぶ
「
奉
行
船
」
の

港
と
な
っ
た
こ
と
で
宿
根
木
は
活
気
づ

く
。
小
木
は
新
興
の
地
で
ま
ち
の
機
能

に
乏
し
く
、
宿
根
木
の
舟
宿
に
多
く
の

人
が
泊
ま
っ
た
。
ま
た
、
河
村
瑞
賢
に

よ
っ
て
西
廻
り
航
路
が
整
備
さ
れ
、
１

６
７
２
年
（
寛
文
12
）
に
小
木
港
が
寄
港

地
に
な
っ
た
の
も
追
い
風
だ
っ
た
。

「
そ
の
少
し
前
（
１
６
５
７
年
）
に
江
戸
で

『
明
暦
の
大
火
』
が
あ
り
ま
し
た
ね
。

一
面
の
焼
け
野
原
か
ら
幕
府
が
復
興
を

目
指
し
た
の
で
大
変
な
数
の
人
が
集
ま

り
、
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
た
の
で
江
戸
は

ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
幕

府
は
米
ど
こ
ろ
東
北
の
天
領
か
ら
米
を

集
め
る
た
め
に
酒
田
（
山
形
）
を
起
点
に

し
ま
す
が
、
酒
田
か
ら
南
へ
向
か
う
最

初
の
寄
港
地
が
小
木
で
し
た
」

　

小
木
が
商
業
の
地
と
し
て
栄
え
、
隣

地
で
あ
る
宿
根
木
も
ま
た
栄
え
る
。
お

互
い
が
支
え
合
う
関
係
に
あ
っ
た
。

　

宿
根
木
の
人
た
ち
は
、
次
第
に
船
で

各
地
に
乗
り
出
し
て
い
く
。
そ
れ
を
支

え
る
船
大
工
な
ど
船
に
か
か
わ
る
技
術

者
が
住
む
よ
う
に
な
り
、
宿
根
木
そ
の

も
の
が
北
前
船
の
産
業
基
地
の
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
、
江
戸
初
期

は
宿
根
木
で
は
船
を
つ
く
っ
て
い
な
か

っ
た
と
高
藤
さ
ん
は
指
摘
す
る
。

「
よ
そ
か
ら
中
古
の
船
を
買
っ
て
き
て
、

そ
れ
を
少
し
小
さ
く
つ
く
り
替
え
て
使

っ
て
い
た
よ
う
で
す
」

　

宿
根
木
初
の
新
造
船
は
１
７
７
６
年

（
安
永
３
）。
宿
根
木
の
船
主
の
一
人
、
高

津
勘
四
郎
の
白
山
丸
だ
っ
た
。
７
年
後

の
１
７
８
３
年
（
天
明
３
）、
宿
根
木
の

廻
船
が
松
前
か
ら
ニ
シ
ン
や
カ
ズ
ノ
コ
、

昆
布
な
ど
を
買
い
求
め
、
酒
田
や
秋
田
、

三
国
、
敦
賀
、
新
潟
、
下
関
で
そ
れ
ら

を
売
っ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。

「
北
前
船
の
多
く
は
船
賃
で
稼
ぐ
の
で

は
な
く
買
い
積
み
方
式
と
い
い
、
あ
る

地
域
で
仕
入
れ
た
も
の
を
別
の
地
域
で

売
っ
て
、
そ
の
価
格
差
で
稼
い
で
い
ま

し
た
。
仮
に
１
０
０
円
で
仕
入
れ
た
塩

を
１
５
０
円
で
売
る
か
１
８
０
円
で
売

る
か
の
判
断
は
難
し
い
。
そ
こ
で
宿
根

木
の
船
主
た
ち
は
行
く
先
々
の
宿
を
あ

ら
か
じ
め
決
め
て
お
き
、
そ
こ
に
自
分

が
得
た
情
報
を
置
い
て
い
き
ま
す
。
次

に
そ
の
宿
に
来
た
船
主
は
相
場
を
知
り
、

儲
け
ら
れ
る
売
値
を
決
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
暗
号
の
よ
う
な
も
の
も
使

わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

高
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
他
に
も
多
少

仲
間
は
い
た
よ
う
だ
が
基
本
的
に
は
宿

根
木
の
船
主
12
～
13
人
だ
け
で
情
報
を

や
り
と
り
し
て
い
た
と
い
う
。
集
落
の

仲
間
同
士
、
結
束
は
深
か
っ
た
。

飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た

佐
渡
の
藁
製
品

　

実
は
、
食
料
を
は
じ
め
材
木
や
漁
獲

物
な
ど
す
べ
て
の
産
品
は
江
戸
中
期
ま

で
島
外
へ
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
じ
ら
れ

て
い
た
。
解
禁
さ
れ
た
の
は
宝
暦
年
間

（
１
７
５
１

−

１
７
６
４
）
に
入
っ
て
か
ら
だ
。

「
金
銀
の
産
出
が
不
調
に
な
り
、
し
か

も
米
の
不
作
が
続
い
た
こ
と
か
ら
島
内

で
一
揆
が
頻
発
し
ま
し
た
。
農
民
の
救

済
措
置
と
し
て
『
島
内
の
も
の
を
売
っ

て
も
よ
い
』
と
な
っ
た
の
で
す
」

　

こ
こ
か
ら
佐
渡
の
産
品
が
他
の
地
域
、

特
に
開
拓
期
の
北
海
道
へ
運
ば
れ
る
。

「
北
海
道
で
は
と
に
か
く
な
ん
で
も
売

れ
た
そ
う
で
す
。
ニ
シ
ン
漁
の
網
は
藁

で
編
む
も
の
で
す
が
北
海
道
で
は
米
は

つ
く
れ
な
い
。
佐
渡
の
縄
や
莚む
し
ろ、

草ぞ
う
り履

な
ど
の
藁
製
品
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
ま

し
た
。
あ
と
は
米
や
竹
な
ど
も
で
す
」

　

宿
根
木
が
も
っ
と
も
栄
え
た
の
は
、

持
ち
出
し
解
禁
と
な
っ
た
江
戸
中
期
以

降
。
宿
根
木
に
人
が
集
ま
り
、
入
り
江

に
面
し
た
集
落
に
入
り
き
れ
ず
、
裏
の

高
台
に
家
を
建
て
る
者
が
続
出
し
た
。

集
落
に
今
な
お
残
る

船
大
工
と
廻
船
の
痕
跡

　

実
際
に
高
藤
さ
ん
と
宿
根
木
を
歩
い

て
み
る
。
ア
ニ
メ
映
画
に
出
て
く
る
よ

う
な
笹
藪
の
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
集

現在の小木港。停泊中の風よけとなる小高い山（城山
［しろやま］）があり、港に適した地形

4葬儀の際に必ず通ったとされる「世捨小路（よすてこう
じ）」。不思議な名前だが由来は定かではない 5集落のな
かを流れる称光寺川。左岸と右岸で地面の高さが違うの
は宅地造成の年代の差。左岸が古く、右岸はやや新しい

4
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A B

称光寺

佐渡国小木民俗博物館

笹薮のトンネル

白山神社

宿根木・はんぎり

称
光
寺
川

N

称
光
寺
川

称光寺川

伊三郎 いさぶろう

宿根木公会堂

清九郎 せいくろう

洗い場

共同井戸

方崖坂 ほうがんざか

セシナゲ

世捨小路 よすてこうじ

念佛橋 ねんぶつばし

宿根木まち歩きMap

三角家 さんかくや

石鳥居

宿
根
木

横井戸

琴
浦

宿根木新田
至小木港

至沢崎

笏谷石 しゃくだにいし

1349年（貞和5）開創と伝わる時
宗の古刹。宿根木は一村全戸が称
光寺の檀家

船頭を稼業としていた家柄の主屋。
「石」と書かれた軒下飾りなど特徴
的な意匠が残る

さまざまな行事に使われる芝居小屋
形式の施設。集落の拠点であり、観
光交流の場でもある

北前船を2艘所有した船主の邸宅。
水害後の1858年ごろに建てられた。
内部は漆塗りなど豪華なつくり

九頭竜川沿いで採れる石。三国湊
（福井）から運び、敷き詰めた道も残
っている

佐渡宿根木プロジェクトの探訪マップをもとに編集部作成。右下の地図は国土地理院基盤地図情報「新潟」より編集部で作図

落
が
一
望
で
き
る
高
台
だ
っ
た
。
石い

し

置お
き

木こ

羽ば

葺ぶ
き

屋
根
、
石
州
瓦
を
用
い
た
茶
色

い
屋
根
、
能
登
瓦
（
の
ち
三
州
瓦
）
の
黒
い

屋
根
の
家
々
が
入
り
混
じ
る
ノ
ス
タ
ル

ジ
ッ
ク
な
風
景
が
広
が
る
。
小
さ
な
入

り
江
に
面
し
た
集
落
の
真
ん
中
に
は

称し
ょ
う
こ
う
じ
が
わ

光
寺
川
が
流
れ
て
い
る
。
高
藤
さ
ん

い
わ
く
、
こ
の
川
筋
は
人
為
的
な
も
の
。

「
海
と
山
が
混
ざ
り
合
っ
た
よ
う
な
荒

れ
た
土
地
で
ね
。
そ
れ
を
自
分
た
ち
で

川
筋
を
決
め
、
道
割
を
し
、
そ
の
間
に

で
き
た
土
地
に
家
を
建
て
た
。
だ
か
ら

正
方
形
の
宅
地
は

少
な
い
の
で
す
」

　
そ
の
代
表
格
が

「
三さ
ん

角か
く

家や

」
6
。
敷

地
に
合
わ
せ
て
三

角
形
に
切
り
詰
め

て
建
て
ら
れ
て
い

る
。「
こ
こ
は
か
つ

て
川
の
中
州
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。

尖
っ
た
部
分
が
中

州
の
先
端
か
な
」

と
高
藤
さ
ん
。
上
流
側
か
ら
見
る
と
、

な
ん
と
な
く
船
の
舳
先
を
思
わ
せ
る
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
こ
の
家
は
船
大
工

の
技
術
が
応
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
く
見
ら
れ
る
の
だ
。

「
三
角
家
は
羽
茂
大
橋
付
近
の
家
を
解

体
・
移
築
し
た
建
物
で
す
。
狭
い
土
地

な
の
で
敷
地
い
っ
ぱ
い
に
建
て
た
い
の

大きな水害のあった1846
年（弘化3）年以降に移築
されたといわれる「三角家」

6
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7称光寺の山門の扉。右が家大工、左が船大工によるもの。つなぎ目に工法の違いが
表れている。1717年（享保2）の棟札が残る 8北前船で運ばれた瀬戸内海の御影石
でつくられた白山神社の石鳥居 91776年（安永5）に尾道から運ばれ、寄進された念
佛橋 10称光寺川に残る洗い場。上流、中流、下流で用途を使い分けていた 11石づく
りの沈殿槽「セシナゲ」。海を汚さないように、生活排水をいったん溜めてから流した

が
人
情
。
そ
こ
で
船
大
工
が
土
地
の
形

に
合
わ
せ
て
膨
ら
ま
せ
た
り
へ
こ
ま
せ

た
り
し
て
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
船
に
直
角
の
部
分
は
な
く
、

曲
線
や
三
角
ば
か
り
で
す
か
ら
」

　

船
大
工
の
技
の
凄
さ
が
わ
か
る
と
っ

て
お
き
の
場
所
が
あ
る
と
高
藤
さ
ん
が

案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、
川
の
名
の
由

来
と
も
な
っ
て
い
る
古
刹
「
称
光
寺
」。

「
こ
の
山
門
の
扉
は
左
右
で
つ
く
り
手

が
異
な
り
ま
す
。
三
枚
の
板
の
つ
な
ぎ

目
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
」
と
高
藤
さ

ん
。
向
か
っ
て
右
の
扉
は
板
の
つ
な
ぎ

目
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
左
は
つ

な
ぎ
目
が
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
7
。

「
そ
う
で
す
。
右
は
家や

大
工
が
、
左
は

船
大
工
が
つ
く
っ
た
扉
で
す
。
船
大
工

は
水
漏
れ
を
避
け
る
た
め
に
繊
維
を

『
つ
ぶ
す
』
つ
く
り
方
を
し
ま
す
。
だ

か
ら
隙
間
が
目
立
た
な
い
ん
で
す
ね
」

　

山
門
の
そ
ば
に
三
角
家
と
似
た
よ
う

な
つ
く
り
の
家
が
あ
る
。
こ
の
家
の
壁

も
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
。
崖
に
沿
っ

て
少
し
で
も
広
く
す
る
た
め
だ
ろ
う
。

「
宿
根
木
に
は
船
大
工
の
棟
梁
が
３
人

い
ま
し
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
造
船
所

を
構
え
て
お
り
、
奉
行
所
の
船
を
何
艘

も
建
造
し
た
そ
う
で
す
。
棟
梁
は
船
大

工
を
10
人
く
ら
い
使
い
、
小
間
使
い
も

数
人
い
ま
し
た
か
ら
、
45
～
50
人
の
技

術
者
が
い
た
と
い
う
計
算
に
な
り
ま
す
」

　

ほ
か
に
も
、
船
を
建
造
す
る
と
き
の

余
材
や
廃
船
の
板
を
腰
板
（
壁
の
下
部
）

に
用
い
た
家
や
、「
石
」
の
字
を
軒
下
の

扇
形
飾
り
に
あ
し
ら
っ
た
家
も
あ
る
。

船
大
工
が
住
ん
で
い
た
痕
跡
だ
。

　

一
方
、
集
落
内
に
は
北
前
船
で
運
ば

れ
た
石
が
鳥
居
や
橋
と
し
て
残
る
。

「
白
山
神
社
の
石
鳥
居
は
、
瀬
戸
内
海

か
ら
運
ん
だ
御
影
石
で
で
き
て
い
ま
す
。

１
７
７
３
年
（
安
永
２
）
の
建
立
で
、
御

影
石
と
と
も
に
宿
根
木
に
招
い
た
石
工

が
つ
く
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」
と

高
藤
さ
ん
8
。
称
光
寺
川
に
架
か
る
２

本
の
石
橋
の
う
ち
、
上
流
の
念ね
ん
ぶ
つ
ば
し

佛
橋
の

側
面
に
は
１
７
７
６
年
（
安
永
５
）
の
年

号
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
石
質
は
花
崗
岩
。

鳥
居
も
石
橋
も
白
山
丸
の
船
主
・
高
津

勘
四
郎
が
西
廻
り
航
路
の
帰
路
に
尾
道

か
ら
積
み
、
寄
進
し
た
も
の
9
。

「
石
橋
は
称
光
寺
か
ら
海
へ
向
か
う
正

式
な
道
に
架
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
船
主

は
金
持
ち
で
す
が
、
儲
け
を
地
域
に
還

元
す
る
意
識
も
強
か
っ
た
。
村
の
衆
も
、

贅
沢
し
て
い
る
船
主
の
船
に
は
決
し
て

乗
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
」

新
田
開
発
を
救
っ
た

手
掘
り
の「
横
井
戸
」

　

こ
う
し
た
栄
華
も
明
治
新
政
府
が
５

０
０
石
積
以
上
の
和
船
の
建
造
を
中
止

し
た
１
８
８
５
年
（
明
治
18
）
以
降
、
陰

り
が
見
え
る
。
鉄
道
や
蒸
気
船
に
押
さ

れ
、
廻
船
業
が
衰
え
る
か
ら
だ
。

「
そ
れ
で
も
生
活
は
さ
ほ
ど
厳
し
く
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
船
に
ま
つ
わ
る

技
術
を
も
つ
人
た
ち
は
、
主
に
北
海
道

へ
出
稼
ぎ
に
行
き
ま
し
た
か
ら
」
と
高

藤
さ
ん
。
と
は
い
え
、
暮
ら
し
ぶ
り
は

一
変
す
る
。
１
９
１
３
年
（
大
正
２
）
に

養
蚕
組
合
が
発
足
。
１
９
１
６
年
（
大

正
５
）
に
は
開
墾
組
合
が
結
成
さ
れ
、

段
丘
上
で
新
田
開
発
を
始
め
る
。

「
最
初
は
山
の
奥
の
、
水
が
し
た
た
り

落
ち
て
い
る
よ
う
な
窪
地
か
ら
水
を
引

い
て
田
ん
ぼ
を
つ
く
り
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
晴
れ
の
日
が
続
く
と
す
ぐ
に
水
が

枯
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
窪
地
そ
の
も

の
は
湿
っ
て
い
た
の
で
、
試
し
に
掘
っ

て
み
た
。
す
る
と
幸
運
に
も
地
下
水
の

水
脈
に
ぶ
ち
あ
た
っ
た
の
で
す
」

　

そ
れ
が
「
宿
根
木
の
横
井
戸
」
だ
A
。

こ
の
一
帯
は
水す
い
ち
ゅ
う
か
さ
い
が
ん

中
火
砕
岩
と
い
う
隙
間

の
多
い
岩
石
な
の
で
、
雨
が
し
み
込
み

や
す
い
。
宿
根
木
の
人
た
ち
は
勘
を
頼

7

8

9
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水中火砕岩のなかを
ゆっくり水が移動する

断層

A手掘りで探りあてた「宿根木の横井戸」。新田開発に乗り出
した宿根木の人たちの重要な水源 B横井戸の構造図。雨が
しみ込み、断層から湧き出る水を田に引いた 佐渡国小木民俗博
物館の展示パネルと現地の解説板をもとに編集部作成 12 13「方崖坂

（ほうがんざか）」とその下にある「共同井戸」。宿根木が栄える
と高台に住む人が現れた。その人たちが桶を担いで下り、共同
井戸で水を汲んでは上ったので石の階段がすり減っている

り
に
、
山
の
斜
面
を
横
方
向
へ
井
戸
を

掘
り
、
断
層
の
割
れ
目
か
ら
湧
き
出
る

水
脈
を
見
事
に
探
り
あ
て
た
B
。

「
水
路
を
つ
く
る
た
め
に
ト
ン
ネ
ル
を

二
つ
掘
り
、
谷
間
は
サ
イ
フ
ォ
ン（
注
2
）

式
で
水
を
通
し
ま
し
た
」
と
高
藤
さ
ん
。

宿
根
木
に
は
７
本
の
横
井
戸
が
あ
り
、

今
も
こ
の
地
の
水
田
約
28

ha
を
潤
し
て

い
る
。

　

仲
間
と
情
報
を
共
有
し
て
得
た
利
益

を
集
落
に
還
元
す
る
船
主
た
ち
、
己
の

技
を
身
の
回
り
に
も
応
用
す
る
船
大
工

た
ち
、
そ
し
て
廻
船
業
の
衰
え
で
新
田

開
発
に
向
か
っ
た
先
人
の
記
憶
を
た
ど

っ
た
。
宿
根
木
は
、
歩
い
て
一
周
す
る

だ
け
な
ら
大
し
た
時
間
は
か
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
水
と
深
く
か
か
わ
っ
た
人
々

の
暮
ら
し
の
痕
跡
を
数
多
く
留
め
る
、

き
わ
め
て
濃
密
な
空
間
だ
っ
た
。

（
２
０
１
８
年
11
月
17
日
取
材
）

　

佐
渡
、
特
に
宿
根
木
を
含
む
小

木
半
島
一
帯
で
は
、
桶お
け

を
半
分
に

切
っ
た
よ
う
な
形
の
た
ら
い
舟
に

乗
っ
て
ア
ワ
ビ
や
タ
コ
、
ワ
カ
メ

な
ど
の
漁
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
「
は
ん
ぎ
り
」
と
呼
ん

で
い
て
、
起
源
は
明
治
時
代
初
期

の
よ
う
で
す
。
小
木
港
の
そ
ば
で

生
ま
れ
た
60
代
半
ば
の
私
が
中
学

生
の
こ
ろ
ま
で
多
く
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
し
、
乗
せ
て
も
ら
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
桶
の
職
人
さ
ん

は
各
々
の
集
落
へ
出
向
き
、
た
ら

い
舟
を
修
理
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
ダ
グ
ラ
ス
・
ブ

ル
ッ
ク
ス
さ
ん
に
よ
る
た
ら
い
舟

の
展
示
と
講
習
会
を
見
て
興
味
を

抱
き
、２
０
０
９
年（
平
成
21
）
に

島
内
で
行
な
わ
れ
た
「
た
ら
い
舟

職
人
養
成
講
座
」
を
受
講
し
ま
し

た
。
も
の
づ
く
り
の
経
験
は
皆
無
。

鉋か
ん
なの
扱
い
方
も
知
ら
な
い
の
に
大

工
さ
ん
た
ち
に
交
じ
っ
て
参
加
し

た
の
で
、
み
ん
な
に
び
っ
く
り
さ

れ
ま
し
た
。
週
に
２
回
、
７
カ
月

間
通
っ
て
た
ら
い
舟
を
な
ん
と
か

１
艘
仕
上
げ
ま
し
た
。

　

そ
の
当
時
、
観
光
会
社
に
勤
め

３
年
前
か
ら
宿
根
木
で
「
た
ら
い
舟

体
験
」
を
始
め
た
金
子
啓
次
さ
ん
。

杉
と
竹
で
た
ら
い
舟
を
自
作
す
る
希

少
な
職
人
で
も
あ
る
金
子
さ
ん
に
、

開
業
の
経
緯
を
お
聞
き
し
た
。

て
い
た
私
は
、
退
職
後
に
講
師
の

本
間
勘
次
郎
さ
ん
に
た
ら
い
舟
の

つ
く
り
方
を
教
わ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
し
た
が
、
定
年
前
に
本
間
さ

ん
が
亡
く
な
り
ま
す
。「
自
分
だ
け

で
で
き
る
の
か
」
と
悩
み
ま
し
た

が
、
ど
こ
か
に
再
就
職
す
る
く
ら

い
な
ら
、
佐
渡
な
ら
で
は
の
手
づ

く
り
の
た
ら
い
舟
を
知
っ
て
も
ら

お
う
と
、
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）

に
「
た
ら
い
舟
体
験
」
を
立
ち
上

げ
ま
し
た
。

　

今
、
た
ら
い
舟
は
６
艘
あ
り
ま

す
。
す
べ
て
自
作
で
す
。
１
艘
は

漁
に
用
い
た
も
の
と
同
じ
大
き
さ
。

あ
と
の
５
艘
は
乗
り
降
り
す
る
と

き
の
安
定
感
を
増
す
た
め
、
少
し

大
き
め
に
つ
く
り
ま
し
た
。

　

私
た
ち
は
看
板
を
出
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
、
お
っ
さ
ん
の
集

団
で
す
。
時
代
に
逆
行
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
が
、
た
ら
い
舟
に
乗

っ
て
く
れ
た
大
学
生
た
ち
が
「
自

作
の
た
ら
い
舟
な
ん
て
、
逆
に
時

代
の
最
先
端
で
す
よ
」
と
言
っ
て

く
れ
ま
し
た
。
た
ら
い
舟
か
ら
見

る
宿
根
木
の
海
の
美
し
さ
に
感
動

し
た
人
た
ち
が
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し

て
く
れ
る
の
で
、
３
年
目
に
も
か

か
わ
ら
ず
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
と

つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

経
営
は
は
っ
き
り
言
っ
て
厳
し

い
で
す
が
、
宿
根
木
の
人
々
が
昔

な
が
ら
の
ま
ち
な
み
を
残
そ
う
と

が
ん
ば
っ
て
い
る
よ
う
に
、
手
づ

く
り
の
た
ら
い
舟
と
い
う
佐
渡
の

文
化
を
伝
え
る
こ
と
に
は
意
義
が

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
11
月
14
日
取
材
）

宿
根
木
の
海
に
浮
か
ぶ

　
　
　
　

昔
な
が
ら
の
「
た
ら
い
舟
」

4本の竹で編んだタガを、木づちで打って締めていく

A
B

12

13

（注2）サイフォン
液体を一度高所に上げてから低所に移すために用いる曲管。管内を液体で
完全に満たしていれば、液体は高い方から低い方に流れることを応用したもの。
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ト
キ
の
野
生
復
帰
と
い
う

壮
大
な
実
験
に
惹
か
れ
て

　

佐
渡
と
の
縁
は
、
ト
キ
の
放
鳥
が
始

ま
っ
た
２
０
０
８
年
ご
ろ
か
ら
深
ま
り

ま
し
た
。
当
時
の
私
は
放
送
大
学
の
大

学
院
で
環
境
工
学
を
担
当
し
て
い
ま
し

た
。
同
時
期
の
同
僚
で
農
業
経
済
学
を

教
え
て
お
ら
れ
た
河
合
明
宣
先
生
が
ト

キ
の
野
生
復
帰
に
関
心
を
寄
せ
て
お
ら

れ
、
そ
の
縁
で
環
境
省
が
行
な
っ
て
い

た
「
佐
渡
に
お
け
る
ト
キ
の
人
工
飼
育
、

放
鳥
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ゼ
ミ
の
修
了

生
た
ち
と
見
学
に
行
っ
た
の
が
き
っ
か

け
と
な
り
、
佐
渡
の
方
々
と
の
交
流
も

始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
初
の
放
鳥
は
10
羽
で
し
た
が
、
そ

れ
が
順
調
に
進
み
、
野
生
で
も
繁
殖
・

定
着
し
て
い
っ
た
と
き
、
い
っ
た
ん
絶

滅
し
た
ト
キ
は
島
内
で
ど
ん
な
存
在
に

な
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
非
常
に
興

味
深
い
も
の
で
す
。
い
ず
れ
は
佐
渡
の

外
に
も
広
く
分
布
す
る
よ
う
に
な
る
の

か
、
増
え
す
ぎ
て
農
業
に
対
す
る
害
鳥

と
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
生

息
数
を
ど
の
よ
う
に
制
御
す
る
の
か
、

以
前
の
よ
う
に
捕
獲
や
羽
毛
の
利
用
な

ど
が
始
ま
る
の
か
―
。
そ
う
い
っ
た
こ

と
を
考
え
て
い
く
と
、
壮
大
な
実
験
が

始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
。

　

人
工
飼
育
や
放
鳥
準
備
の
段
階
で
は

ト
キ
の
エ
サ
に
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど
を
島
外

か
ら
も
導
入
し
、
与
え
て
い
た
そ
う
で

す
が
、
自
然
界
で
も
エ
サ
が
十
分
に
供

給
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
と
い
う

こ
と
で
、
新に
い

穂ぼ

地
区
の
篤と

く
の
う農

家か

の
齋
藤

真
一
郎
さ
ん
た
ち
に
よ
っ
て
、
田
ん
ぼ

を
エ
サ
と
な
る
生
き
も
の
が
育
つ
場
に

し
よ
う
と
、
肥
料
や
農
薬
を
減
ら
し
た

米
づ
く
り
を
す
る
動
き
が
始
ま
り
ま
す
。

そ
し
て
私
た
ち
も
「
田
の
草
と
り
」
な

ど
を
手
伝
わ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

草
と
り
は
生
や
さ
し
い
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
私
く
ら
い
の
年
齢
の

者
が
お
役
に
立
っ
た
と
は
思
え
な
い
の

で
す
が
、
作
業
を
終
え
地
元
の
方
々
と

お
酒
を
酌
み
交
わ
す
の
を
楽
し
み
に
佐

渡
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

き
れ
い
な
水
を
使
っ
た
佐
渡
の
日
本
酒

は
も
ち
ろ
ん
、
農
水
産
物
は
ど
れ
も
と

て
も
お
い
し
い
で
す
か
ら
ね
。

恵みを活かして「自立の島」へ
――佐渡の未来への提言

人
口
減
少
と
高
齢
化
に
伴
う
年
齢
構
成
の
変
化
…
…
。

今
、
日
本
の
中
山
間
地
域
で
起
き
て
い
る
課
題
を
佐

渡
も
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
渡
の
豊
か
な
資
源

を
活
か
し
て
活
力
を
取
り
戻
す
方
法
も
あ
る
の
で
は

な
い
か
？ 

「
ト
キ
の
野
生
復
帰
」
と
い
う
試
み
に
惹

か
れ
、
10
年
前
か
ら
佐
渡
を
定
期
的
に
訪
れ
て
い
る

鈴
木
基
之
さ
ん
に
、
「
佐
渡
の
現
状
と
未
来
」
を
テ

ー
マ
に
お
話
し
い
た
だ
い
た
。

Motoyuki Suzuki
東京大学大学院工学系研究課程修了。
博士（工学）。専門は環境化学工学。東
京大学生産技術研究所教授を経て、の
ちに同所長。国際連合大学副学長、同
特別学術顧問、放送大学教授、東京工
業大学監事（非常勤）、環境省中央環境
審議会会長などを歴任。現在も一般社団
法人 海外環境協力センター会長、公益
財団法人 環日本海環境協力センター理
事長などを務める。『環境と社会』『続く世
代に何を渡すのか』など著書・編著多数。

インタビュー

鈴木 基之さん

東京大学名誉教授
一般社団法人

日本UNEP協会 代表理事

佐渡には稲作のためにつくられた溜池が無数にある（七浦海岸・橘地区）

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡
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「
佐
渡
藩
」の
よ
う
な

自
立
性
ま
と
う
道
を

　

現
在
の
佐
渡
は
高
齢
化
が
進
み
、
人

口
減
が
続
い
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は

10
万
人
が
暮
ら
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す

が
、
１
９
５
０
年
ご
ろ
の
12
万
人
を
ピ
ー

ク
に
減
少
し
、
現
在
は
６
万
人
弱
で
す
。

　

１
９
９
５
年
と
２
０
１
５
年
の
年
齢

別
の
人
口
を
比
較
す
る
と
、
95
年
に
は

30
歳
か
ら
55
歳
付
近
に
あ
っ
た
中
心
世

代
が
、
60
歳
か
ら
85
歳
付
近
へ
と
移
っ

て
い
ま
す
。
一
方
で
95
年
に
は
一
定
数

い
た
30
歳
以
下
の
人
口
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
齢
者
が
佐
渡
を

担
う
状
況
は
今
後
も
続
く
と
予
想
さ
れ

ま
す
。
現
在
の
40
歳
か
ら
70
歳
ま
で
の

人
口
分
布
は
、
20
年
前
の
20
歳
か
ら
50

歳
ま
で
の
分
布
と
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る

と
い
う
状
況
も
見
て
と
れ
ま
す
。
現
在

の
20
歳
か
ら
50
歳
ま
で
の
方
々
が
20
年

後
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
持
さ
れ
る
と

す
る
と
、
佐
渡
を
支
え
る
人
口
力
は
激

減
し
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

佐
渡
が
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
な
島
に
な
る

た
め
に
は
、
人
口
分
布
の
将
来
像
を
持

続
可
能
な
形
に
改
善
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
が
、
当
面
は
高
齢
者
の
方
々
の

力
で
佐
渡
を
魅
力
的
な
場
所
に
し
て
い

く
方
法
を
探
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
佐
渡
で
私
が
提
案
し
た
い
の

は
、
島
内
の
豊
富
な
資
源
に
よ
る
自
立

を
前
提
に
し
た
生
活
を
考
え
て
い
く
道

で
す
。
都
会
か
ら
文
化
を
取
り
入
れ
て

き
た
歩
み
を
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に

踏
襲
す
る
の
は
や
め
て
、
佐
渡
独
自
の

暮
ら
し
、
若
者
に
も
魅
力
あ
る
姿
を
探

っ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
国
の
新
潟
県
に
属
す
る
佐
渡
市

と
い
う
よ
り
は
、
か
つ
て
の
幕
藩
体
制

に
お
け
る
藩
の
よ
う
な
自
立
し
た
存
在

を
目
指
し
て
は
ど
う
か
と
思
う
の
で
す
。

島
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で

こ
れ
ま
で
に
な
い
生
活

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
し
て
は
、
船
舶
で

運
ん
で
く
る
石
油
に
頼
る
の
で
は
な
く
、

島
内
に
降
り
注
ぐ
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

活
か
し
て
、
薪
や
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
で

賄
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　

以
前
、
私
は
佐
渡
に
供
給
さ
れ
る
太

陽
光
が
森
林
を
育
む
ペ
ー
ス
と
、
島
内

で
必
要
と
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
収
支
を

工
学
的
に
計
算
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

す
る
と
、
今
と
同
じ
く
ら
い
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
う
生
活
を
続
け
る
に
は
足
り

ま
せ
ん
が
、
思
い
き
っ
て
生
活
を
見
直

せ
ば
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
佐
渡
で
都
会
と
同
じ
ス
ピ

ー
ド
で
走
る
自
動
車
が
必
要
か
と
い
え

ば
、
多
く
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。

軽
自
動
車
よ
り
も
コ
ン
パ
ク
ト
で
軽
く
、

ゆ
っ
く
り
走
る
乗
り
物
を
開
発
す
れ
ば
、

必
要
な
燃
料
も
減
り
ま
す
。
私
は
「
馬

車
で
も
い
い
の
で
は
」
と
す
ら
思
い
ま

す
。
時
間
が
ゆ
っ
た
り
流
れ
る
佐
渡
の

雰
囲
気
に
合
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
水
で
す
。
佐
渡
は
至
る
と
こ

ろ
に
流
れ
る
小
河
川
を
活
用
し
た
集
落

単
位
の
簡
易
水
道
を
使
っ
て
水
が
供
給

さ
れ
て
い
ま
す
。
都
会
的
な
見
方
で
は

整
備
が
行
き
届
い
て
い
な
い
よ
う
に
映

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
な
ん
ら
か
の

災
害
時
の
復
旧
力
で
は
こ
ち
ら
の
方
が

上
で
す
。
飲
み
水
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
川
が
身
近
に
あ
る
の
で
、
何
か
を
捨

て
て
汚
し
た
り
す
る
こ
と
も
起
き
に
く

い
。
小
規
模
水
力
発
電
と
し
て
の
活
用

も
期
待
で
き
ま
す
ね
。
可
能
性
を
秘
め

た
水
利
用
シ
ス
テ
ム
を
見
直
し
て
、
次

世
代
に
伝
え
て
い
く
た
め
の
工
夫
を
考

え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

食
に
つ
い
て
は
、
宿
泊
施
設
と
な
り

得
る
空
き
家
な
ど
が
多
い
地
域
に
給
食

セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
も
の
を
建
て
、
そ

こ
に
島
内
で
と
れ
た
魚
や
米
な
ど
の
農

水
産
物
を
集
中
的
に
運
ん
で
、
観
光
客

に
提
供
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る

手
も
あ
り
ま
す
ね
。
島
の
恵
み
が
も
つ

魅
力
を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
を
増
や
し
、

商
品
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
離
島
で
あ
り
な

が
ら
、
一
定
の
規
模
を
も
ち
、
多
く
の

資
産
を
有
す
る
島
の
総
合
的
な
将
来
設

計
が
必
要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
分
た
ち
が
使
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
水
、

食
べ
も
の
な
ど
が
ど
こ
か
ら
届
く
の
か
、

排
出
す
る
も
の
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
る
の
か
…
…
。
そ
う
し
た
こ

と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
生
活
が
こ
れ
か

ら
は
望
ま
し
い
の
で
す
が
、
佐
渡
は
そ

う
し
た
場
所
の
モ
デ
ル
に
な
る
可
能
性

を
秘
め
て
い
ま
す
。
も
し
も
実
現
す
れ

ば
、
日
本
各
地
の
行
き
詰
ま
っ
た
都
市

を
立
て
直
し
て
い
く
た
め
の
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

　

少
し
ラ
ジ
カ
ル
な
提
案
で
す
が
、
そ

ん
な
思
考
実
験
を
し
た
く
な
る
の
も
、

佐
渡
に
大
き
な
魅
力
と
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル

が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
２
０
１
８
年
12
月
21
日
取
材
）

【概論2】

佐渡市人口・年齢構成の推移

（鈴木基之さんの講演資料をもとに編集部作成）

若年層の
底上げは
必要
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いったん定住すれば
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20年後の今、
佐渡を支えている
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恵みを活かして「自立の島」へ
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ヒ
ト
に
も
ト
キ
に
も

「
恵
み
」の
田
ん
ぼ

　

遠
く
の
田
ん
ぼ
に
数
羽
、
い
た
。
エ

サ
を
つ
い
ば
ん
で
い
る
の
か
。
羽
ば
た

い
た
。
上
空
を
優
雅
に
舞
う
。
夕
陽
に

映
え
る
朱と

き鷺
色
の
羽
根
が
美
し
い
。
野

生
の
ト
キ
が
飛
ぶ
の
を
初
め
て
見
た
。

　

佐
渡
中
央
部
、
国
中
平
野
の
新に
い

穂ぼ

青

木
地
区
。
見
渡
す
限
り
、
広
々
と
し
た

水
田
が
続
く
。「
こ
れ
が
江え

で
す
」。
地

元
農
家
の
齋
藤
真
一
郎
さ
ん
が
指
さ
し

た
先
は
、
田
ん
ぼ
の
畦あ
ぜ

ぎ
わ
。
水
路
の

よ
う
な
水
溜
ま
り
が
あ
っ
た
。「
田
ん
ぼ

の
水
を
抜
く
『
中な
か

干ぼ

し
期
』
で
も
、
ド

ジ
ョ
ウ
や
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
な
ど
の
生

き
も
の
が
こ
こ
に
逃
げ
込
ん
で
棲
め
る

よ
う
、
田
ん
ぼ
の
一
部
に
深
み
を
つ
く

っ
て
水
を
溜
め
て
あ
る
ん
で
す
」。

　

生
き
も
の
は
ト
キ
の
エ
サ
に
な
る
。

そ
う
い
え
ば
、
稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
冬

な
の
に
水
を
張
っ
た
田
ん
ぼ
が
散
見
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん

ぼ
」
も
生
き
も
の
が
越
冬
す
る
場
所
で

あ
り
、
ト
キ
の
エ
サ
場
に
な
る
の
だ
。

「
畦
に
除
草
剤
を
ま
か
ず
、
草
刈
機
で

刈
っ
て
い
ま
す
」
と
齋
藤
さ
ん
。「
ト
キ

は
夏
に
な
る
と
成
長
し
た
イ
ネ
が
腹
に

当
た
る
の
を
嫌
っ
て
、
田
ん
ぼ
に
入
り

ま
せ
ん
。
除
草
剤
を
使
わ
な
け
れ
ば
畦

ぎ
わ
に
ミ
ミ
ズ
や
バ
ッ
タ
が
棲
め
て
、

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜生物多様性｜

トキよ、よみがえれ！
　　　生きものひしめく共生の田んぼ
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ト
キ
の
エ
サ
場
に
な
り
ま
す
」。

　

農
薬
や
化
学
肥
料
を
減
ら
し
、
四
季

を
通
じ
て
生
き
も
の
が
棲
息
で
き
る
田

ん
ぼ
。
そ
れ
は
、
ヒ
ト
の
毎
日
の
食
卓

に
安
全
・
安
心
で
「
冷
め
て
も
お
い
し

い
」
佐
渡
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
恵
み
を
も

た
ら
す
だ
け
で
は
な
い
。
野
に
放
た
れ

た
ト
キ
も
育
ん
で
い
る
。
佐
渡
の
里
山

で
は
ト
キ
と
ヒ
ト
が
共
生
し
て
い
る
。

夕
陽
に
舞
う
ト
キ
を

も
う
一
度
見
た
い

　

伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
で
奉
納
さ
れ

る
「
須す

が賀
利り

の
お
ん御

太た

ち刀
」。
装
飾
に
は
ト

キ
の
羽
根
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

神
々
し
い
美
し
さ
は
古
く
か
ら
日
本
人

に
愛
さ
れ
「
ニ
ッ
ポ
ニ
ア
・
ニ
ッ
ポ

ン
」
の
学
名
が
付
さ
れ
た
。
だ
が
、
農

家
に
と
っ
て
は
イ
ネ
を
踏
み
荒
ら
す
害

鳥
と
み
な
さ
れ
、
明
治
時
代
以
降
は
換

金
性
の
高
い
羽
根
を
目
当
て
に
乱
獲
が

続
い
た
。

　

個
体
数
の
減
少
に
追
い
打
ち
を
か
け

た
の
が
日
本
の
農
業
の
変
化
で
あ
る
。

　

ト
キ
が
暮
ら
す
の
は
里
地
里
山
。
林

地
の
木
の
枝
で
営
巣
し
、
近
場
の
水
田
の

生
き
も
の
を
食
べ
る
。
農
薬
や
化
学
肥
料

の
多
用
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
水
路
、

耕
作
放
棄
地
の
増
加
。
こ
れ
ら
の
要
因
に

よ
り
水
田
か
ら
生
き
も
の
が
消
え
、
ト

キ
の
エ
サ
場
も
な
く
な
っ
た
。

鉱山で用いられた水扱いの技術を新田開発に
応用し、農業を発展させた佐渡において、画期
的ともいえる試みが続けられている。トキのエサ
場を確保するために2007年から「ふゆみずたん
ぼ（冬期湛水）」を実践。そこで育てた佐渡産コ
シヒカリをブランド米「朱鷺と暮らす郷」として販
売し、利益の一部をトキの保全活動にあてるな
どの、持続可能な農業だ。2011年、先進国初の
「世界農業遺産（略称 GIAHS）」に、石川県能
登地域とともに認定された佐渡の水田では、ど
のように共生を目指しているのだろうか？

トキよ、よみがえれ！

Special Feature｜SADO｜

さまざまな人たちの長年にわたる努力で見事に復活した佐渡島のトキ
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１
９
８
１
年
（
昭
和
56
）、
日
本
で
は

佐
渡
だ
け
に
残
さ
れ
た
野
生
の
ト
キ
５

羽
が
捕
獲
さ
れ
、
人
工
飼
育
下
に
置
か

れ
た
。
日
本
の
野
生
の
ト
キ
は
、
こ
の

時
点
で
絶
滅
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

一
方
、
絶
滅
寸
前
ま
で
ト
キ
の
営
巣

地
だ
っ
た
旧
・
新
穂
村
で
は
昭
和
30
年

代
か
ら
住
民
に
よ
る
愛
護
活
動
が
盛
ん

だ
っ
た
。
行ぎ
ょ
う
や谷
小
学
校
で
は
ケ
ガ
を
し

た
ト
キ
を
保
護
し
、
飼
育
し
て
い
た
。

１
９
９
９
年
（
平
成
11
）、
中
国
か
ら
ト

キ
の
つ
が
い
が
贈
呈
さ
れ
、
オ
ス
の
ヒ

ナ
が
誕
生
。
日
本
初
の
人
工
繁
殖
の
成

功
だ
。
こ
の
と
き
新
穂
村
の
村
長
が

「
佐
渡
の
空
に
ト
キ
が
放
た
れ
る
日
に

備
え
て
環
境
整
備
を
」
と
訴
え
た
。
翌

年
、
村
は
東
京
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
提
案

を
受
け
て
農
家
に
呼
び
か
け
、
無
農
薬

で
生
き
も
の
を
増
や
す
不ふ

耕こ
う

起き

栽
培

（
耕
さ
な
い
水
田
）
に
取
り
組
ん
だ
。

　

こ
の
「
佐
渡
ト
キ
の
田
ん
ぼ
を
守
る

会
」
７
名
中
の
１
人
が
、
齋
藤
さ
ん
に

ほ
か
な
ら
な
い
。「
夕
陽
に
映
え
る
ト
キ

の
空
を
飛
ぶ
美
し
さ
を
も
う
一
度
見
た

い
、
と
い
う
の
が
６
人
の
先
輩
共
通
の

思
い
で
し
た
。
私
自
身
は
小
学
１
年
生

の
と
き
行
谷
小
学
校
で
飼
育
さ
れ
て
い

た
ト
キ
を
見
た
記
憶
は
あ
り
ま
す
が
、

自
然
界
で
見
た
覚
え
は
な
か
っ
た
で
す

ね
。
不
耕
起
栽
培
と
い
う
農
業
技
術
に

興
味
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
ト
キ
に
か
か

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
」。

　

成
果
の
検
証
の
た
め
生
き
も
の
調
査

を
実
施
し
、
２
年
目
に
は
ふ
ゆ
み
ず
た

ん
ぼ
を
導
入
。
多
様
な
生
き
も
の
が
棲

め
る
水
田
を
目
指
し
た
。
齋
藤
さ
ん
は

「
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
平
場
に
は
あ
ま

り
い
な
い
ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
や
イ
モ
リ
、

水
生
昆
虫
も
増
え
ま
し
た
」
と
言
う
。

雨
降
っ
て
地
固
ま
り

佐
渡
が
一
つ
に

　

だ
が
、
ト
キ
の
エ
サ
場
と
な
る
田
ん

ぼ
づ
く
り
は
広
が
ら
な
か
っ
た
。「
当
時
、

魚
沼
産
に
次
い
で
高
く
売
れ
た
の
が
佐

渡
産
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
で
し
た
か
ら
」
と

齋
藤
さ
ん
は
そ
の
理
由
を
語
る
。

「
生
き
も
の
調
査
や
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ

は
手
間
が
か
か
り
ま
す
。
減
農
薬
や
無

農
薬
に
す
れ
ば
収
量
は
減
る
し
、
普
通

に
栽
培
し
て
も
佐
渡
の
米
は
高
く
売
れ

る
。
わ
ざ
わ
ざ
無
理
し
て
経
済
効
率
の

悪
い
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
す
」

　

潮
目
が
変
わ
り
は
じ
め
た
の
は
２
０

０
４
年
（
平
成
16
）、
市
町
村
合
併
で
一

島
一
市
と
な
り
佐
渡
市
が
誕
生
し
て
か

ら
。
髙
野
宏
一
郎
前
市
長
は
、
人
と
自

然
が
共
存
す
る
豊
か
な
島
づ
く
り
こ
そ

「
野
生
の
ト
キ
が
最
後
の
生
息
地
と
し

て
選
ん
だ
佐
渡
の
使
命
」
で
あ
る
と
し

て
、
大
型
ヘ
リ
に
よ
る
空
中
農
薬
散
布

の
停
止
な
ど
の
施
策
を
打
ち
出
し
た
。

　

折
し
も
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
起
き
る
。

1国中平野の田んぼ。手前の
溝は、田の水を抜くときに生きも
のたちの逃げ場となる「江（え）」 
2トラクターで窪みをつけた田ん
ぼの一角。こうしておくと水が溜
まるため、冬でも生きものが棲み
やすい 3国中平野を舞うトキ 
4トキと佐渡の里山を保全する
認証米「朱鷺と暮らす郷」（佐
渡産コシヒカリ） 

1

3

4

2

水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜生物多様性｜
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市
町
村
合
併
の
年
の
夏
、
フ
ェ
ー
ン
現

象
で
熱
風
が
佐
渡
島
を
襲
い
「
籾も
み

に
水

分
が
入
る
時
季
に
田
ん
ぼ
が
カ
ラ
カ
ラ

に
乾
い
て
し
ま
い
、
佐
渡
米
は
ほ
ぼ
全

滅
で
し
た
」
と
齋
藤
さ
ん
。

　

小
売
店
の
棚
は
他
産
地
の
米
に
奪
わ

れ
た
。
翌
年
も
翌
々
年
も
佐
渡
の
米
は

売
れ
な
い
。
減
反
政
策
に
よ
る
生
産
調

整
が
強
化
さ
れ
、
米
価
は
下
落
。
農
家

も
Ｊ
Ａ
も
市
も
危
機
感
を
強
め
た
。

　

そ
れ
が
結
果
的
に
「
雨
降
っ
て
地
固

ま
る
。
佐
渡
が
一
つ
に
な
る
き
っ
か
け
」

だ
っ
た
と
齋
藤
さ
ん
は
想
起
す
る
。
人

工
繁
殖
の
ト
キ
が
最
初
に
放
鳥
さ
れ
た

２
０
０
８
年
（
平
成
20
）、「
朱
鷺
と
暮
ら
す

郷
づ
く
り
」
認
証
米
制
度
が
発
足
し
た
。

ト
キ
の
エ
サ
場
づ
く
り
を
通
じ
、
生
き

も
の
と
共
生
し
て
つ
く
っ
た
米
を
ブ
ラ
ン

ド
化
し
て
付
加
価
値
を
高
め
、
環
境
保

護
を
生
産
者
の
利
益
に
つ
な
げ
る
戦
略

だ
。
認
証
米
の
売
り
上
げ
の
一
部
を
佐

渡
市
ト
キ
環
境
整
備
基
金
に
寄
付
す
る
。

　

目
的
は
ト
キ
と
ヒ
ト
が
共
生
で
き
る

里
山
環
境
を
取
り
戻
す
こ
と
。
そ
の
た

め
水
田
の
生
態
系
を
豊
か
に
す
る
農
法

を
取
り
入
れ
る
。「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
づ

く
り
」
認
証
米
の
要
件
は
次
の
通
り
。

•
生
き
も
の
を
育
む
農
法
で
栽
培

•
生
き
も
の
調
査
を
年
２
回
実
施

•
減
農
薬
・
減
化
学
肥
料
（
地
域
慣
行
比
５

割
以
上
の
削
減
）
で
栽
培

•
県
か
ら
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー（
安
全
・
安
心

な
農
業
の
実
践
者
）
の
認
定

•
除
草
剤
を
散
布
し
な
い
（
２
０
１
７
年
産

か
ら
の
新
要
件
）

•
佐
渡
島
内
で
栽
培

　
「
生
き
も
の
を
育
む
農
法
」
と
は
、

江
、
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
、
魚
道
の
設
置
、

お
よ
び
２
０
１
７
年
産
か
ら
の
新
要
件

と
し
て
無
農
薬
・
無
化
学
肥
料
栽
培
。

こ
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ
を
実
践
し
て
い

れ
ば
よ
い
。
例
え
ば
田
ん
ぼ
の
一
角
を

江
に
す
る
と
、
そ
の
ぶ
ん
収
量
が
減
る

の
で
市
か
ら
補
償
金
も
支
給
さ
れ
る
。

「
ト
キ
と
共
生
す
る
里
山
」が

日
本
初
の
世
界
農
業
遺
産
へ

　

認
証
米
制
度
に
参
加
す
る
農
家
は
初

年
度
か
ら
２
５
６
戸
、
面
積
４
２
６
ha

に
上
り
、「
蓋
を
開
け
て
み
た
ら
予
想
外

に
集
ま
っ
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
語
る
。

　

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
に
は
「
ト
キ

と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」
が
、
豊
か

な
生
態
系
や
地
域
固
有
の
文
化
を
背
景

と
す
る
伝
統
的
な
農
業
シ
ス
テ
ム
を
時

代
と
環
境
の
変
化
に
適
応
さ
せ
な
が
ら

維
持
・
継
続
さ
せ
て
い
る
と
し
て
、
Ｆ

Ａ
Ｏ
（
国
連
食
糧
農
業
機
関
）
か
ら
「
能
登

の
里
山
里
海
」
と
と
も
に
日
本
初
の

「
世
界
農
業
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
た
。

　

同
年
の
認
証
米
制
度
参
加
農
家
は
６

８
５
戸
、
面
積
１
３
０
７
ha
。
現
在
で

も
全
農
家
数
の
10
％
、
面
積
に
し
て
25

67

西暦　 年号 出来事
奈良時代 『日本書紀』にトキの名が記される
1922　大正11 『日本鳥類目録』で学名Nipponia nipponを採用

し定着
1926　大正15 『新潟県天産誌』で「濫獲の為め其の跡を絶てり」

とされる
1927　昭和2 佐渡支庁、トキ発見を懸賞で呼びかける
1931　昭和6 佐渡金沢村（旧 金井町）で2羽のトキが再発見さ

れる
1934　昭和9 トキ、天然記念物に指定される
1959　昭和34 旧 新穂村、旧 両津市でトキの給餌を開始
1967　昭和42 トキ保護センターを建設し、トキ3羽の飼育を開始
1968　昭和43 「キン」が捕獲され、トキ保護センターで飼育開始
1981　昭和56 野生のトキ5羽を一斉捕獲。国内の野生のトキは

絶滅
1985　昭和60 「ホアホア」を中国から借用
1993　平成5 旧 新穂村長畝に佐渡トキ保護センター開設
1999　平成11 中国から「友友」「洋洋」のペアが到着。人工繁殖

により「優優」誕生。翌年に「新新」「愛愛」も生ま
れ、これ以降は順調に増える

2003　平成15 日本産最後のトキ「キン」が36歳で死亡
2008　平成20 野生復帰に向けて第1回目の試験放鳥（10羽）

実施。また「朱鷺と暮らす郷づくり」認証制度開始
2011　平成23 「トキと共生する佐渡の里山」が国内初の「世界

農業遺産」に認定される
2012　平成24 放鳥されたトキのうち3組が繁殖に成功、8羽のヒ

ナが巣立つ
2018　平成30 300羽以上のトキが佐渡島内で棲息中
　
環境省、佐渡トキ保護センター、我孫子市鳥の博物館のホームペー
ジなどを参考に編集部作成

トキの保護と野生復帰 略年表

5農業生産法人 有限会社齋藤農園の代表取締役、齋藤真一郎さん 6佐渡市役所産業観光部
農業政策課里山振興係の係長、宇治美徳さん 7片隅に水が残る初冬の田んぼでエサを探すトキ

5

トキよ、よみがえれ！

Special Feature｜SADO｜
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【生物多様性】

％
前
後
を
維
持
し
て
い
る
。
佐
渡
市
役

所
農
業
政
策
課
里
山
振
興
係
の
宇う

じ治
美よ

し

徳の
り

さ
ん
は
「
島
の
農
家
数
全
体
が
減
っ

て
い
る
な
か
、
生
物
多
様
性
を
豊
か
に

す
る
共
通
認
識
の
も
と
認
証
米
制
度
に

取
り
組
む
こ
と
で
、
農
業
を
続
け
る
意

義
の
厚
み
が
少
し
増
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
」
と
手
ご
た
え
を
感
じ
る
。

「
行
政
が
や
ら
せ
て
い
る
の
で
は
？ 

と
よ
く
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
農
家
さ
ん
の
主
体
的

な
取
り
組
み
を
核
に
、
関
係
者
が
一
体

と
な
っ
て
協
議
し
進
め
て
い
ま
す
」

　

長
年
の
経
験
を
経
て
、
全
面
的
に
水

を
張
る
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
よ
り
も
、
部

分
的
に
湿
っ
た
と
こ
ろ
を
設
け
た
方
が

ト
キ
に
も
ヒ
ト
に
も
よ
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
び
っ
し
り
水
を
張
る
と
、
足
の

短
い
ト
キ
は
近
寄
ら
な
い
し
、
ヒ
ト
に

と
っ
て
は
水
は
け
が
悪
く
土
壌
が
柔
ら

か
く
な
り
農
機
が
動
か
な
い
。

　

常
に
改
良
を
加
え
な
が
ら
進
め
て
い

る
の
が
佐
渡
の
認
証
米
制
度
だ
。
要
件

も
例
外
で
は
な
く
「
申
請
書
が
煩
雑
で

拡
大
計
画
も
必
要
な
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー

認
定
を
外
し
、
実
質
的
な
品
質
基
準
の

み
に
す
れ
ば
も
っ
と
広
が
る
」
と
い
っ

た
方
策
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

環
境
省
の
当
時
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
で

は
２
０
２
０
年
ま
で
に
佐
渡
で
２
２
０

羽
の
ト
キ
を
野
生
に
定
着
さ
せ
る
予
定

だ
っ
た
が
、
す
で
に
３
５
０
羽
を
超
え

た
（
注
）。「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
づ
く
り
」

が
さ
ら
に
進
め
ば
、
若
い
農
業
志
望
者

も
佐
渡
に
惹
か
れ
、
生
物
多
様
性
豊
か

な
里
山
環
境
が
末
長
く
持
続
し
て
い
く

に
違
い
な
い
。

（
２
０
１
８
年
11
月
13
日
取
材
）

Special Feature｜SADO｜ ｜生物多様性｜

トキのエサ場となる田んぼの生態系再生への取り組み

（提供：佐渡市役所）

（注）トキの生息数
2019年1月、環境省はトキの生息数が増えたとして、国内での評価を

「野生絶滅」から1ランク危険性が低い「絶滅危惧１Ａ類」へと21年ぶ
りに見直した。日本の動物で「野生絶滅」を脱したのはトキが初となる。

生きものの生息環境を確保する「江」の
補修

農家同士でグループワークなど
研修会も実施

農家による「生きもの調査研修会」

な
ぜ
佐
渡
の
里
山
は

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
か

ボ
リ
コ 

M
・
チ
ャ
ー
ル
ズ

国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
駐
日
連
絡
事
務
所
長

　

昔
か
ら
人
間
は
、
生
活
す
る
地
域
の
環
境
に

適
応
し
、
持
続
可
能
な
食
料
生
産
の
工
夫
を
重

ね
、
そ
の
知
恵
を
継
承
し
て
き
ま
し
た
。
こ
う

し
た
伝
統
的
な
価
値
の
高
い
農
林
水
産
シ
ス
テ

ム
が
世
界
農
業
遺
産
（
以
下
、
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
＝

ジ
ア
ス
）
に
認
定
さ
れ
ま
す
。

  

認
定
基
準
は
次
の
五
つ
。
①
食
料
と
生
計
を

保
障
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
こ
と
、
②
生
物
多

様
性
と
遺
伝
資
源
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、
③
地

域
の
伝
統
的
な
知
識
・
慣
習
・
技
術
を
継
承
し

て
い
る
こ
と
、
④
地
域
を
特
徴
づ
け
る
文
化
・

風
土
・
社
会
組
織
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
、

⑤
人
間
と
自
然
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
発
達
し

て
き
た
里
山
・
里
海
の
景
観
が
あ
る
こ
と
。

　

各
国
・
地
域
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
世
界

中
か
ら
選
ば
れ
た
７
人
の
専
門
家
に
よ
る
世
界

農
業
遺
産
科
学
助
言
グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ａ
Ｇ
）
が

調
査
し
て
、
国
連
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）

が
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
を
認
定
し
ま
す
。
２
０
０
２
年

か
ら
始
ま
り
、
２
０
１
８
年
12
月
現
在
、
世
界

21
カ
国
で
57
地
域
が
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
が
認
定
す
る
世
界
遺
産
と
の
違
い

は
「
動
的
保
全
」
が
特
徴
で
あ
る
こ
と
。
気

候
・
環
境
・
技
術
・
人
材
が
変
化
す
る
な
か
で
、

い
か
に
将
来
の
子
孫
に
残
し
て
い
け
る
持
続
可

能
な
農
林
水
産
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
く
か
。

続
け
ら
れ
る
よ
う
に
変
え
る
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
評
価
さ
れ
ま
す
。

「
ト
キ
と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」
は
、
ま
さ

し
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
持
続
可
能
性
を
実
現
し

て
い
ま
す
。
ト
キ
が
棲
め
な
く
な
っ
た
の
は
環

境
が
悪
化
し
た
せ
い
だ
と
気
づ
き
、
誰
か
に
命

じ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
自
分
た
ち
で
決
め
て
農

薬
や
化
学
肥
料
を
減
ら
し
、
江
な
ど
を
つ
く
っ

て
水
を
溜
め
、
生
き
も
の
を
増
や
す
田
ん
ぼ
づ

く
り
へ
と
転
換
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
放
鳥
さ

れ
野
生
化
し
た
ト
キ
が
や
っ
て
き
て
エ
サ
に
す

る
。
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
考
え
方
で
あ
り
、
取

り
組
み
で
す
。
私
も
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
田

ん
ぼ
に
入
っ
て
「
生
き
も
の
調
査
」
に
参
加
し

ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
で
す
よ
。
景
観
も
す
ば

ら
し
い
。

　

Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
に
も
っ
と
も
多
く
認
定
さ
れ
て

い
る
の
は
中
国
で
15
地
域
で
す
が
、
日
本
は
狭

い
国
土
に
も
か
か
わ
ら
ず
11
地
域
で
世
界
第
２

位
。
と
て
も
優
秀
だ
と
思
い
ま
す
。
２
０
１
３

年
に
は
石
川
県
七
尾
市
で
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ
Ｓ
の
第
１

回
国
際
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。
採
択
さ
れ
た

能
登
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
の
な
か
に
「
認
定
さ
れ
て
い

る
地
域
間
の
交
流
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
促

進
」
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。　
　
　

　

そ
の
後
、
日
本
の
認
定
地
域
に
ウ
ガ
ン
ダ
や

エ
チ
オ
ピ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
途
上
国
の
研
修

生
が
招
か
れ
、
多
く
の
こ
と
を
学
ん
で
帰
り
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
世
界
の
持
続
可
能
な
農
業

に
日
本
は
貢
献
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
12
月
5
日
取
材
）
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島
の
恵
み
と
ト
キ
の
絆

　

佐
渡
の
水す
い

津づ

集
落
に
あ
る
漁
家
民

宿
に
泊
ま
っ
た
日
、
夕
食
を
見
て
驚

い
た
。
旬
を
迎
え
た
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
。

ホ
ッ
ケ
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
大
き
な

カ
レ
イ
の
焼
き
魚
。
タ
ラ
の
切
り
身

と
大
根
を
炊
い
た
も
の
。
野
菜
の
天

ぷ
ら
。
サ
ザ
エ
。
白
子
の
酢
和
え
。

カ
ニ
み
そ
の
み
そ
風
味
。
キ
モ
の
煮

つ
け
。
エ
ビ
と
タ
イ
の
刺
身
。
イ
ク

ラ
の
大
根
お
ろ
し
和
え
。
デ
ザ
ー
ト

は
キ
ウ
イ
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
佐
渡

で
採
れ
た
も
の
と
い
う
。

　

キ
ウ
イ
は
島
内
の
親
戚
が
、
米
は

民
宿
の
お
か
み
さ
ん
が
、
野
菜
は
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
育
て
た
。
タ
イ
は

「
関
東
か
ら
お
客
さ
ん
が
来
る
か
ら

頼
む
ね
」
と
言
っ
た
ら
別
の
親
戚
が

釣
っ
て
き
た
。
す
ご
い
食
事
で
す
ね

と
言
う
と
「
こ
ん
な
の
普
通
よ
」
と

笑
わ
れ
た
。
そ
の
お
か
み
さ
ん
が
米

を
つ
く
る
集
落
そ
ば
の
崖
の
上
の
田

ん
ぼ
に
ト
キ
が
い
る
と
い
う
。
風
の

強
い
海
沿
い
な
の
に
ト
キ
？ 

「
い
ま
す
よ
！ 

５
羽
の
群
れ
が
棲

み
つ
い
て
最
近
２
羽
加
わ
っ
た
の
」

　

翌
朝
、
そ
の
田
ん
ぼ
を
案
内
し
て

も
ら
う
。
よ
く
よ
く
聞
い
て
み
る
と
、

お
か
み
さ
ん
は
ト
キ
を
呼
ぶ
た
め
に

活
動
す
る
ビ
オ
ト
ー
プ
の
会
の
副
会

長
だ
っ
た
。「
青
年
団
と
か
婦
人
会
と

は
違
っ
て
、
年
齢
や
性
別
に
関
係
な

く
、
集
落
の
み
ん
な
が
か
か
わ
れ
る

か
ら
お
も
し
ろ
い
の
よ
ね
」。

　

ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
ね
と
、
お
か

み
さ
ん
は
ト
キ
が
来
て
い
る
か
見
に

行
く
。「
い
な
か
っ
た
わ
」
と
残
念
そ

う
に
戻
っ
て
き
た
そ
の
と
き
、
上
空

に
ト
キ
の
姿
が
。
５
羽
い
た
。

「
ほ
ら
、
い
た
で
し
ょ
！ 

こ
れ
が

見
せ
た
か
っ
た
の
！
」
と
声
を
弾
ま

せ
る
お
か
み
さ
ん
。
集
落
の
人
々
が

田
ん
ぼ
を
補
修
し
て
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど

エ
サ
を
放
っ
た
そ
の
場
所
に
ト
キ
が

来
る
。
そ
れ
は
地
域
へ
の
愛
着
も
高

め
る
こ
と
を
知
っ
た
。

う
れ
し
い
誤
算
と
計
算
外

　

と
は
い
え
、
島
の
人
み
ん
な
が
ト

キ
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ら

し
い
。
別
の
宿
の
主
人
は
「
見
た
こ

と
な
い
な
ぁ
」
と
言
っ
た
。
農
家
の

人
々
に
も
温
度
差
が
あ
っ
た
と
教
え

て
く
れ
た
の
は
齋
藤
真
一
郎
さ
ん
。

ト
キ
の
エ
サ
場
を
つ
く
る
に
は
草
刈

り
な
ど
の
手
間
が
か
か
り
収
量
も
減

る
。
当
初
は
「
反
対
派
」
も
い
た
。

「
と
こ
ろ
が
ト
キ
は
な
か
な
か
の
役

者
で
ね
。
反
対
派
の
田
ん
ぼ
を
選
ん

で
降
り
る
の
で
す
。
自
分
の
田
ん
ぼ

に
ト
キ
が
舞
い
降
り
た
ら
う
れ
し
い

ん
で
す
ね
。
つ
い
こ
の
前
ま
で
反
対

し
て
い
た
の
に
『
や
っ
ぱ
り
ト
キ
は

大
事
だ
』
と
言
い
出
す
人
が
続
出
し

ま
し
た
」
と
齋
藤
さ
ん
は
笑
う
。

　

関
係
者
の
努
力
に
よ
っ
て
ト
キ
は

当
初
想
定
し
て
い
た
以
上
の
ス
ピ
ー

ド
で
増
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
こ

の
ま
ま
増
え
つ
づ
け
る
と
ト
キ
は
再

び
害
鳥
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
危

惧
す
る
声
も
あ
る
。「
た
し
か
に
そ
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
そ
の

と
き
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
齋
藤
さ
ん
。

「
人
と
自
然
の
共
生
」
と
簡
単
に
は

括
れ
な
い
難
し
さ
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
前
例
の
な
い
取
り
組
み
だ
か
ら
こ

そ
の
計
算
外
。
ま
ず
や
っ
て
み
る
、

そ
し
て
見
直
す
と
い
う
柔
軟
さ
が
大

切
な
の
だ
ろ
う
。

時
代
で
変
わ
る
営
み
と
水

　

減
農
薬
や
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
な
ど
、

非
常
識
な
農
法
で
ト
キ
を
よ
み
が
え

ら
せ
た
佐
渡
。
そ
の
歴
史
に
水
は
ど

う
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
。

　

か
つ
て
、
砂
金
採
取
に
は
水
で
土

砂
を
洗
い
流
す
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。

谷
に
大
木
を
渡
し
て
そ
の
上
に
家
を

建
て
る
者
さ
え
現
れ
た
と
い
う
相
川

金
銀
山
で
は
、
水
上
輪
を
は
じ
め
と

す
る
技
術
で
排
水
を
行
な
い
、
そ
れ

は
島
内
の
食
糧
確
保
の
た
め
農
業
に

も
転
用
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
産
出
さ
れ
た
金
銀
の
積
み

出
し
港
に
指
定
さ
れ
た
小
木
港
を
中

心
に
、
佐
渡
の
米
、
竹
、
藁
と
藁
製

品
が
北
前
船
で
開
拓
期
の
北
海
道
へ

と
運
ば
れ
、
財
を
な
し
た
者
も
多
か

っ
た
。
こ
れ
も
水
の
力
と
い
え
る
。

　

江
戸
時
代
初
期
を
ピ
ー
ク
に
金
銀

の
産
出
量
は
落
ち
込
ん
で
い
く
が
、

明
治
時
代
以
降
に
は
水
も
用
い
る
選

鉱
法
で
増
産
に
成
功
。
そ
の
鉱
山
で

多
用
さ
れ
た
桶
や
樽
は
、
地
震
に
よ

っ
て
隆
起
し
た
小
木
半
島
一
帯
で
明

治
時
代
初
期
か
ら
た
ら
い
舟
と
し
て

漁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
鉱
山
で
利
用
す
る
炭
や

木
材
な
ど
の
資
材
を
確
保
す
る
た
め

に
佐
渡
奉
行
所
が
山
間
部
に
設
け
て

厳
し
く
管
理
し
た
「
御お
は
や
し林
」
が
、
結

果
的
に
森
の
荒
廃
を
防
い
だ
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
。
御
林
が
ど
れ
ほ
ど
の

面
積
で
ど
う
推
移
し
た
の
か
は
つ
ま

び
ら
か
で
は
な
い
し
、
幕
府
が
自
ら

の
財
源
確
保
の
た
め
に
行
な
っ
た
こ

と
な
の
だ
が
、
結
果
と
し
て
佐
渡
に

豊
か
な
森
を
残
し
、
そ
の
森
が
育
む

栄
養
豊
か
な
水
が
田
ん
ぼ
と
里
山
、

島
周
辺
の
漁
場
を
支
え
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
佐
渡
は
ト
キ
の
国
内
最
後
の

生
息
地
だ
っ
た
の
だ
。

　

今
も
昔
も
一
つ
の
産
業
の
隆
盛
と

衰
退
は
人
々
の
暮
ら
し
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
。
島
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

ま
た
金
銀
と
い
う
量
に
限
り
が
あ
る

も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
佐
渡
の

歴
史
に
は
そ
の
光
と
陰
が
濃
密
に
現

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
水
を
巧
み
に

利
用
し
、
時
代
ご
と
に
適
応
し
て
き

た
人
々
の
営
み
は
実
に
た
く
ま
し
い
。

　

都
市
部
に
住
ん
で
い
る
と
、
雨
や

雪
は
め
ん
ど
く
さ
い
も
の
と
思
い
が

ち
だ
。
ニ
ュ
ー
ス
で
も
雪
に
よ
る
障

害
ば
か
り
を
報
じ
る
。
そ
の
一
方
、

岩
首
昇
竜
棚
田
の
大
石
惣
一
郎
さ
ん

は
「
今
年
の
佐
渡
は
雪
が
少
な
い
。

春
か
ら
の
田
が
心
配
だ
」
と
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
発
信
す
る
。
こ
の
感
覚
は
、
都
市

住
民
が
失
っ
て
久
し
い
も
の
だ
。

　

時
代
の
空
気
を
も
っ
と
も
敏
感
に

感
じ
と
る
の
は
若
い
世
代
だ
が
、
佐

渡
に
は
若
者
が
定
期
的
に
訪
れ
て
い

る
と
い
う
。
今
回
見
聞
き
し
た
だ
け

で
も
、
岩
首
昇
竜
棚
田
と
宿
根
木
の

た
ら
い
舟
に
若
者
が
集
い
、
そ
の
暮

ら
し
や
文
化
を
称
賛
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
佐
渡
に
は
人
が
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本
的
な
も
の
が

残
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
必

ず
水
が
介
在
す
る
。

　

佐
渡
は
そ
の
地
形
と
文
化
の
特
性

か
ら
「
日
本
の
縮
図
」
と
い
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
時
代
ご
と
に
水
を
巡
ら

し
生
き
て
き
た
文
化
が
残
る
佐
渡
の

今
を
見
て
歩
い
て
感
じ
る
こ
と
は
、

私
た
ち
の
未
来
を
考
え
る
こ
と
に
つ

な
が
る
の
だ
と
思
う
。

水
の
恵
み
と
可
能
性
に
満
ち
た
島

編
集
部
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斎
藤
茂
吉
の
歌

　

池
上
俊
一
著
『
森
と
山
と
川
で
た
ど
る
ド
イ
ツ
史
』（
岩
波
書
店
・
２
０
１
５
）
で
は
、

ド
イ
ツ
に
は
日
本
の
川
と
ま
っ
た
く
違
う
、
満
々
と
水
を
た
た
え
た
大
河
が
ラ
イ
ン

と
ド
ナ
ウ
の
ほ
か
、
マ
イ
ン
、
エ
ル
ベ
、
モ
ー
ゼ
ル
な
ど
多
数
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ま

さ
に
大
量
の
荷
物
を
貨
物
運
搬
船
で
運
ぶ
大
動
脈
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
ラ
イ
ン
、

ド
ナ
ウ
、
マ
イ
ン
の
三
河
川
を
つ
な
い
で
北
海
か
ら
黒
海
ま
で
の
水
運
の
網
の
目
を

張
り
巡
ら
さ
れ
た
の
は
１
９
９
２
年
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
川
は
「
父
な
る
ラ
イ
ン
」
と
、

ド
ナ
ウ
は
「
母
な
る
ド
ナ
ウ
」
と
呼
ば
れ
、
ド
イ
ツ
人
の
心
の
故
郷
で
も
あ
る
。

　

丹
下
和
彦
・
松
村
國
隆
編
著
『
ド
ナ
ウ
河
―
―
流
域
の
文
学
と
文
化
―
』（
晃
洋
書

房
・
２
０
１
１
年
）
で
は
、
斎
藤
茂
吉
は
ド
イ
ツ
留
学
の
時
に
ド
ナ
ウ
源
流
を
巡
り
、

詠
ん
だ
歌
碑
が
あ
る
。
１
７
２
３
年
に
つ
く
ら
れ
た
フ
ェ
ル
ス
テ
ン
ベ
ル
ク
城
の
庭
園

脇
の
階
段
を
降
り
る
と
、
円
形
の
ド
ナ
ウ
泉
が
あ
り
、
そ
の
そ
ば
に
、〈
大
き
河
ド
ナ

ウ
の
遠
き
み
な
も
と
を
尋と

め
つ
つ
ぞ
来
て
谷
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
〉
と
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ

語
で
刻
ま
れ
て
い
る
。
茂
吉
は
１
９
２
４
年
４
月
18
日
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
出
発
し
、
ド

ナ
ウ
の
泉
を
訪
れ
て
い
る
。

　

そ
の
と
き
の
歌
を
掲
げ
る
。

　
〈
ド
ウ
ナ
ウ
の
岸
の
葦
む
ら
ま
だ
去
ら
ぬ
雁
の
た
む
ろ
も
平や

す
ら
ぎ安
に
し
て
〉

　
〈
黒
林
の
な
か
に
入
り
ゆ
く
ド
ウ
ナ
ウ
は
ふ
か
ぶ
か
と
し
て
波
さ
へ
た
た
ず
〉

　
〈
な
ほ
ほ
そ
き
ド
ナ
ウ
の
川
の
み
な
も
と
は
暗
黒
の
森
に
か
く
ろ
ひ
け
り
〉

　

こ
の
書
で
は
、
ド
ナ
ウ
川
の
流
れ
に
沿
っ
た
都
市
、
ウ
ル
ム
（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

生
家
、
ウ
ル
ム
大
聖
堂
）、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
（
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
石
橋
・
グ
リ
ム
童

話
）、
ウ
ィ
ー
ン
（
音
楽
都
市
ウ
イ
ン
・
ハ
イ
ド
ン
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ヨ

ハ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
Ⅱ
世
、
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
、
マ
ー
ラ
ー
、
思
想
家
フ
ロ
イ
ト
、
シ
ュ
ニ
ッ
ツ

ラ
ー
）、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
、
べ
オ
グ
ラ
ー
ド
河
口
ま
で
の
流
域
の
歴
史
と
文
学
と
文
化
を

追
っ
て
い
る
。

ド
ナ
ウ
川
の
流
れ

　

ド
ナ
ウ
の
源
流
に
つ
い
て
、
堀
淳
一
著
『
ド
ナ
ウ
・
源
流
域
紀
行
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

分
水
界
の
ド
ラ
マ
―
』（
東
京
書
籍
・
１
９
９
３
年
）
が
あ
る
。
ド
ナ
ウ
川
の
最
上
流
の
支

流
の
一
つ
ブ
リ
ガ
ッ
ハ
川
の
水
源
の
池
の
ほ
と
り
の
説
明
版
に
、
ケ
ル
ト
人
の
絵
と

写
真
が
あ
り
、
ケ
ル
ト
人
が
も
っ
と
も
崇
め
た
も
の
に
泉
が
あ
り
、
泉
の
女
神
像
が

刻
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
は
茂
吉
が
詠
ん
だ
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ト
（
黒
い
森
）
に
近
い
。

　

ド
ナ
ウ
川
最
上
流
の
も
う
一
つ
の
主
な
支
流
は
ブ
レ
ク
川
で
、
こ
こ
も
泉
が
湧
き

出
し
て
い
る
。
池
に
は
「
こ
の
泉
が
ド
ナ
ウ
川
の
地
理
的
長
さ
を
測
る
時
の
原
点
。

ド
イ
ツ
国
内
の
長
さ
６
４
７
キ
ロ
」、
ま
た
「
ド
ナ
ウ
の
源
。
こ
こ
か
ら
ド
ナ
ウ
の
筆

頭
源
流
支
流
ブ
レ
ク
が
出
て
い
る
。
海
抜
１
０
７
８
メ
ー
ト
ル
、
河
口
か
ら
２
８
８
８

キ
ロ
。
ド
ナ
ウ
―
ラ
イ
ン
間
す
な
わ
ち
黒
海
―
北
海
の
分
水
界
か
ら
１
０
０
メ
ー
ト

ル
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
、
ド
ナ
ウ
の
源
流
に
つ
い
て
、
他
に
い
く
つ
も

の
流
れ
と
分
水
界
を
踏
査
し
て
い
る
。

　

Ｃ
・
Ａ
・
Ｒ
・
ヒ
ル
ズ
著
『
ド
ナ
ウ
川
』（
帝
国
書
院
・
１
９
８
７
年
）
は
、
ジ
ュ
ニ
ア

地
理
と
し
て
川
と
生
活
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
の
一
冊
で
あ
る
。
ド
ナ
ウ
川
は
、
ド
イ
ツ
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
旧
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、

ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
旧
ソ
連
を
流
れ
て
い
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
で
は
す
べ
て

の
川
が
ド
ナ
ウ
川
に
合
流
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
ほ
と
ん
ど
の
川
が
、
ま
た
旧
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
で
は
ほ
ぼ
３
分
の
２
が
ド
ナ
ウ
川
に
流
れ
込
む
。
そ
の
支
流
は
３
０
０

以
上
に
も
な
る
。

　

ド
ナ
ウ
川
の
特
徴
に
、
野
性
的
な
姿
を
現
し
、
水
の
量
が
急
に
増
え
た
り
、
減
っ

た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
川
の
本
流
や
支
流
が
さ
ま
ざ
ま
な
気
候
地

帯
を
流
れ
、
大
洪
水
と
渇
水
を
引
き
起
こ
す
。

　

ジ
プ
シ
ー
（
ロ
マ
）
は
、
イ
ン
ド
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
や
っ
て
き
て
、
そ
の
長
い
旅

の
途
中
で
ド
ナ
ウ
川
と
出
会
い
、「
ド
ナ
ウ
川
は
、
ほ
こ
り
の
な
い
道
路
」
と
言
っ
て

古賀 邦雄
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業。水資源開
発公団（現・独立行政法人水資源機構）
に入社。30年間にわたり水・河川・湖
沼関係文献を収集。2001年退職し現
在、日本河川協会、ふくおかの川と水の
会に所属。2008年5月に収集した書籍
を所蔵する「古賀河川図書館」を開設。
平成 26年公益社団法人日本河川協会
の河川功労者表彰を受賞。

ド
ナ
ウ
川

―
―
黒
い
森
か
ら
黒
海
ま
で

水
の
文
化
書
誌 
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ドナウ川――黒い森から黒海まで37

い
る
。
お
も
し
ろ
い
的
を
射
た
表
現
で
あ
る
。

　

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
カ
ミ
ン
グ
著
『
ド
ナ
ウ
川
』（
偕
成
社
・
１
９
９
５
年
）
に
は
、
延
長
２

８
６
０
㎞
、
世
界
で
25
番
目
の
長
い
川
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ボ
ル
ガ
ー
川
に
次
い
で
２

番
目
で
、
流
域
面
積
81
万
７
０
０
０
㎢
、
下
流
の
広
大
な
デ
ル
タ
地
帯
の
面
積
は
、
４

１
５
２
㎢
と
あ
る
。

　

ド
ナ
ウ
川
の
源
流
、
黒
い
森
か
ら
、
ド
ナ
ウ
エ
ッ
シ
ン
ゲ
ン
を
過
ぎ
、
中
流
ブ
ダ

ペ
ス
ト
北
部
で
急
に
曲
が
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
大
平
原
を
流
れ
、
ベ
オ
グ
ラ
ー
ド
を
後

に
し
て
、
や
が
て
も
っ
と
も
ス
リ
ル
の
あ
る
カ
ル
パ
テ
ィ
ア
山
脈
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
山
脈
に
挟
ま
れ
た
鉄
門
と
呼
ば
れ
る
八
つ
の
峡
谷
を
下
る
。
こ
こ
に
は
１
９
７
１
年

に
ダ
ム
が
完
成
し
、
小
型
船
で
も
安
全
に
航
行
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
ド
ナ
ウ
川
は
ル
ー
マ
ニ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
国
境
線
を
流
れ
、
ル
ー
マ

ニ
ア
国
内
を
通
り
抜
け
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
国
境
線
沿
い
に
流
れ
、
デ
ル
タ
地
帯
に

入
る
。
デ
ル
タ
地
帯
は
泥
や
砂
、
ア
シ
に
覆
わ
れ
て
多
数
の
浮
島
が
あ
る
。
こ
こ
か

ら
三
つ
に
分
か
れ
黒
海
へ
注
ぐ
。

　

ド
ナ
ウ
川
の
航
行
の
危
険
を
取
り
除
く
た
め
に
、
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け
て

岩
場
が
爆
破
さ
れ
、
ま
た
、
ド
ナ
ウ
川
流
域
に
は
、
イ
ッ
プ
ス
・
ぺ
ル
ゼ
ン
ボ
イ
ク

に
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
、
鉄
門
ダ
ム
を
は
じ
め
多
く
の
ダ
ム
が
建
設
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ

に
５
基
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
９
基
、
ル
ー
マ
ニ
ア
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
国
境

沿
い
に
２
基
、
ス
ロ
バ
キ
ア
に
１
基
完
成
。
ダ
ム
建
設
は
船
の
航
行
の
安
全
の
た
め
、

川
の
水
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
そ
し
て
水
力
発
電
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
原

子
力
発
電
所
は
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
工
場
な
ど
の
汚

水
、
環
境
破
壊
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

ド
ナ
ウ
川
の
紀
行

　

ド
ナ
ウ
川
の
紀
行
に
関
す
る
書
を
挙
げ
て
み
る
。

　

中
村
光
夫
著
『
ド
ナ
ウ
紀
行
』（
日
本
交
通
公
社
・
１
９
７
８
年
）
に
は
、
旧
ソ
連
の
乗

客
船
で
の
ド
ナ
ウ
の
川
下
り
の
様
子
が
、
ゆ
っ
た
り
と
、
自
由
な
気
ま
ま
な
旅
を
楽

し
ん
で
い
る
。

　

加
藤
雅
彦
著
『
ド
ナ
ウ
河
紀
行
―
東
欧
・
中
欧
の
歴
史
と
文
化
―
』（
岩
波
新
書
・
１
９

９
１
年
）
で
は
、
ド
ナ
ウ
流
域
の
諸
民
族
で
あ
る
ゲ
ル
マ
ン
、
ス
ラ
ー
ブ
、
マ
ジ
ャ
ー
ル
、

ラ
テ
ン
、
ユ
ダ
ヤ
の
背
後
に
あ
る
一
つ
の
世
界
が
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
き
た

こ
と
を
描
く
。
ド
ナ
ウ
川
流
域
の
諸
国
間
の
複
雑
な
交
錯
を
著
し
た
書
で
あ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヴ
ァ
ッ
ハ
ウ
に
は
、
古
城
が
多
い
。
ド
ナ
ウ
川
の
北
に
は
ボ
ヘ

ミ
ア
山
地
、
南
に
は
ア
ル
プ
ス
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
、
東
西
の
交
通
を
遮
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
ナ
ウ
は
東
方
民
族
に
と
っ
て
は
、
西
へ
進
む
唯
一
の
通
路
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
要
衝
と
も
い
う
べ
き
ド
ナ
ウ
一
帯
は
城
で
囲
ま
れ
た
。

　

ウ
ィ
ン
ナ
・
ワ
ル
ツ
の
誕
生
は
ダ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
社
会
革
命
だ
と
い
う
。
メ
ヌ

エ
ッ
ト
と
対
照
的
に
ワ
ル
ツ
は
最
初
か
ら
指
定
の
男
女
が
ペ
ア
を
組
み
、
互
い
に
相

手
と
体
を
密
着
さ
せ
て
踊
る
。
そ
れ
は
保
守
的
な
上
流
階
級
に
は
不
道
徳
そ
の
も
の

と
映
っ
た
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
時
代
に
、
ウ
ィ
ン
ナ
・
ワ
ル
ツ
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
に

行
き
わ
た
っ
た
。

南
ド
イ
ツ
の
川
と
町

　

南
ド
イ
ツ
の
川
と
町
に
つ
い
て
、
次
の
書
が
あ
る
。

　

柏
木
貴
久
子
・
松
尾
誠
之
・
末
永
豊
著
『
南
ド
イ
ツ
の
川
と
町
』（
三
修
社
・
２
０
０

９
年
）
で
は
、
イ
ー
ザ
ル
川
、
イ
ン
川
、
ド
ナ
ウ
川
、
ネ
ッ
カ
ー
川
を
捉
え
る
。
イ
ー

ザ
ル
川
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
チ
ロ
ル
か
ら
ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
へ
流
れ
る
ド
ナ

ウ
川
の
支
流
で
あ
る
。
そ
の
流
域
の
多
く
を
ド
イ
ツ
最
大
の
面
積
を
誇
る
バ
イ
エ
ル

ン
州
の
東
南
部
に
有
し
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
中
心
を
流
れ
て
い
る
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の

人
々
に
は
「
緑
の
川
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
イ
ン
川
は
ス
イ
ス
の
エ
ン
ガ
デ
ィ
ン
の

山
中
を
西
か
ら
東
へ
貫
流
し
、
ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
に
入
り
、
パ
ッ
サ
ウ
で

ド
ナ
ウ
川
に
注
ぐ
。
ネ
ッ
カ
ー
川
は
ド
イ
ツ
の
南
西
部
の
シ
ュ
ヴ
ェ
ニ
ン
ゲ
ン
沼
沢

地
を
水
源
と
し
て
、
北
へ
流
れ
て
、
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
マ
ン
ハ

イ
ム
の
町
で
ラ
イ
ン
川
に
注
ぐ
。
氾
濫
が
多
く
、
流
域
の
人
々
に
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
、
暴
れ
川
の
異
名
を
も
つ
。

　

鈴
木
喜
参
著
『
ド
ナ
ウ
の
南
と
エ
ル
ベ
の
東
』（
大
学
教
育
出
版
・
２
０
１
０
年
）
は
、

ド
イ
ツ
地
誌
入
門
と
な
っ
て
い
る
。

ド
ナ
ウ
川
諸
国
の
統
合

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
の
夢
は
、
政
治
的
に
Ｅ
Ｕ
の
連
合
で
つ
な
が
っ
た
と
見
え
る
が
、

現
状
で
は
ま
だ
、
模
索
が
続
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
的
な
統
合
の
夢
は
、

１
９
９
２
年
ド
イ
ツ
の
ケ
ー
ル
ハ
イ
ム
で
ド
ナ
ウ
川
の
支
流
ア
ル
ト
ミ
ュ
ー
ル
川
か
ら

始
ま
っ
た
と
言
え
る
。
分
水
嶺
を
越
え
て
レ
グ
ニ
ッ
ツ
川
と
の
間
が
運
河
化
し
、
ニ

ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
を
経
由
し
て
、
バ
ン
ベ
ル
グ
で
マ
イ
ン
川
と
つ
な
が
り
、
ビ
ュ
ル
ツ

ブ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
経
て
、
ラ
イ
ン
川
と
結
ば
れ
る
。

　

ド
ナ
ウ
と
ラ
イ
ン
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
代
表
的
な
流
れ
の
統
合
で
北
海
と
黒
海

が
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
距
離
３
５
０
０
㎞
で
あ
る
。
浜
口
晴
彦
編
『
ド
ナ
ウ
河
の
社
会

学
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
・
１
９
９
７
年
）
は
、
ド
ナ
ウ
川
流
域
の
諸
国
に
つ
い
て
、
ド

ナ
ウ
川
を
通
じ
て
論
じ
る
。

　

一
方
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
・
マ
グ
リ
ス
著
『
ド
ナ
ウ
―
あ
る
川
の
伝
記
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版
・
２
０
１
２
年
）
は
、
ド
ナ
ウ
川
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
事
細
か
く
分
析
す
る
。
訳

者
・
池
内
紀
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　

歴
史
と
文
化
を
育
ん
で
、
い
か
に
生
み
出
し
た
の
か
を
、
１
６
０
ば
か
り
の
短
章
に

分
け
て
検
証
す
る
。
例
え
ば
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
ド
ナ
ウ
右
岸
流
域
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
人

が
住
ん
で
い
る
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
、
ト
ル
コ
人
、
ギ
リ
シ
ャ
人
、
ア
ル
バ
ニ
ア
人
、

ア
ル
メ
ニ
ア
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
ら
の
行
動
、
考
え
方
を
考
察
し
、
ド
ナ
ウ
川
を
た
ど
り

な
が
ら
目
に
見
え
な
い
地
図
を
描
く
よ
う
に
広
大
な
文
化
圏
を
点
描
す
る
。

　

以
上
、
ド
ナ
ウ
川
の
流
れ
に
沿
い
、
茂
吉
が
巡
っ
た
黒
い
森
か
ら
黒
海
ま
で
、
そ

の
歴
史
、
文
化
を
追
っ
て
み
た
。
黒
海
の
書
と
し
て
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
キ
ン
グ
著
『
黒

海
の
歴
史
―
ユ
ー
ラ
シ
ア
地
政
学
の
要
諦
に
お
け
る
文
明
世
界
―
』（
明
石
書
店
・
２
０

１
７
年
）
が
あ
る
。

　
〈
黒
海
へ
注
ぐ
と
も
知
ら
で
冬
ド
ナ
ウ
〉（
吉
永
貞
志
）
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他
と
は
少
し
異
な
る

世
界
文
化
遺
産

　

２
０
１
９
年
２
月
現
在
、
日
本
に
は

22
の
世
界
遺
産
が
あ
る
。
昨
年
登
録
さ

れ
た
「
長
崎
と
天
草
地
方
の
潜
伏
キ
リ

シ
タ
ン
関
連
遺
産
」
の
お
か
げ
で
長
崎

県
に
は
さ
ら
に
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

一
方
、
二
つ
の
遺
産
を
抱
え
る
バ
ル
セ

ロ
ナ
で
は
観
光
客
が
増
え
す
ぎ
、
市
中

心
部
か
ら
生
活
者
が
逃
げ
出
す
例
も
出

て
き
て
い
る
。
観
光
客
と
地
元
の
暮
ら

し
。
世
界
遺
産
に
は
効
果
も
あ
れ
ば
課

題
も
あ
る
。

　

で
は
、
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
に
登

録
さ
れ
た
石い
わ
み見

銀
山
は
ど
う
か
？ 

今
回
、

世
界
遺
産
登
録
後
の
魅
力
づ
く
り
を
調

べ
る
つ
も
り
で
訪
れ
た
が
、
ど
う
も
他

の
登
録
地
と
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。

石
見
銀
山
の
入
口
と
な
る
島
根
県
大お
お

田だ

市
大
森
町
に
は
「
石
見
銀
山 

大
森
町
住

民
憲
章
」
が
次
の
よ
う
に
掲
示
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
ま
ち
に
は
暮
ら
し
が
あ
り
ま
す
。

中庭 光彦
なかにわ  みつひこ

多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大学大
学院総合政策研究科博士課程退
学。専門は地域政策・観光まちづくり。
郊外・地方の開発政策史研究を続け
る一方、1998年からミツカン水の文
化センターの活動に携わり、2014年
からアドバイザー。『コミュニティ3.0
─地域バージョンアップの論理』

（水曜社 2017）など著書多数。

人口減少期の地域政策を
研究する中庭光彦さんが
「地域の魅力」を支える資
源やしくみを解き明かす連
載です。

1修理や建て替えが重ねられてできた大森町のまちなみ
2大久保間歩のそばにある岩盤加工遺構
3大森町内に掲げられている「石見銀山 大森町住民憲章」

12

23

1

暮らしながら守る
文化財 ─島根県大田市大森町
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私
た
ち
の
暮
ら
し
が
あ
る
か
ら
こ
そ
世

界
に
誇
れ
る
良
い
ま
ち
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
こ
の
ま
ち
で
暮
ら
し
な
が
ら

人
と
の
絆
と
石
見
銀
山
を
未
来
に
引
き

継
ぎ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

記

　

未
来
に
向
か
っ
て
私
た
ち
は

一
、
歴
史
と
遺
跡
、
そ
し
て
自
然
を
守

り
ま
す
。

一
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
住
み
よ
い
ま

ち
に
し
ま
す
。

一
、
お
だ
や
か
さ
と
賑
わ
い
を
両
立
さ

せ
ま
す
。

平
成
十
九
年
八
月　

制
定　

「
お
だ
や
か
さ
と
賑
わ
い
の
両
立
」
と

は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
だ
ろ
う
か
。

使
い
な
が
ら
守
る

木
造
建
築
の
景
観

　

石
見
銀
山
観
光
の
中
心
地
・
大
田
市

大
森
町
は
人
口
４
０
０
人
。
こ
こ
に
年

間
約
37
万
人
の
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
。

江
戸
時
代
に
は
石
見
銀
山
の
代
官
所
、

明
治
以
降
は
旧
邇に

ま摩
郡
役
所
が
あ
っ
た

中
心
地
で
、
１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に

大
田
市
と
合
併
し
た
。

　

銀
山
地
区
に
は
鉱
山
、
そ
し
て
銀
山

を
管
理
し
た
武
家
、
町
家
、
代
官
所
の

ま
ち
な
み
が
残
り
、
１
９
８
７
年
（
昭

和
62
）
に
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
委
員
会
で
世
界

文
化
遺
産
（
以
下
、
世
界
遺
産
）
に
登
録
さ

れ
た
の
は
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）。
国
際

記
念
物
遺
跡
会
議
（
I
C
O
M
O
S
）
に
よ

る
「
登
録
延
期
」
勧
告
を
覆
し
て
の
決

定
だ
っ
た
。

　

登
録
延
期
の
勧
告
理
由
は
、
修
景

（
注
１
）
の
繰
り
返
さ
れ
た
ま
ち
な
み
に

「
顕
著
な
普
遍
的
価
値
が
あ
る
の
か
」

と
疑
問
が
も
た
れ
た
た
め
だ
っ
た
。
大

森
町
に
は
人
々
が
暮
ら
し
て
お
り
、
修

理
・
建
て
替
え
は
繰
り
返
さ
れ
る
。
暮

ら
す
人
々
に
は
、
こ
の
ま
ち
な
み
が
文

化
財
と
い
う
思
い
が
あ
り
、
修
景
の
と

き
は
景
観
の
調
和
に
協
力
し
て
き
た
。

こ
の
「
使
い
な
が
ら
手
入
れ
さ
れ
て
き

た
ま
ち
な
み
」
が
世
界
文
化
遺
産
と
し

て
保
全
す
べ
き
対
象
な
の
か
ど
う
か
と

議
論
を
呼
ん
だ
わ
け
だ
。
結
局
日
本
政

府
は
、
石
見
銀
山
を
鉱
山
と
環
境
保
全

を
両
立
し
た
鉱
山
遺
産
と
説
明
を
変
え
、

登
録
を
勝
ち
と
っ
た
。

　

こ
の
例
は
、
木
材
特
有
の
「
腐
る
・

朽
ち
る
」
と
い
う
条
件
の
な
か
で
、
暮

ら
し
つ
づ
け
な
が
ら
修
理
し
つ
づ
け
景

観
を
保
全
す
る
こ
と
と
、「
昔
の
ま
ま
」

と
考
え
て
保
全
す
る
常
識
の
間
に
、
空

白
領
域
が
あ
る
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え

て
く
れ
る
。

過
剰
な
賑
わ
い
を

抑
制
す
る
石
見
銀
山

　

こ
こ
で
世
界
遺
産
と
し
て
の
石
見
銀

山
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

　

登
録
地
域
は
「
銀
鉱
山
跡
と
鉱
山

町
」、
そ
こ
か
ら
港
ま
で
銀
を
運
ん
だ

「
街
道
（
石
見
銀
山
街
道
）」、「
港
と
港
町
」

の
三
つ
の
分
野
か
ら
な
る
。
港
は
鞆と
も

ケが

浦う
ら

と
沖お

き
ど
ま
り泊、

そ
し
て
銀
山
に
必
要
な
物

資
を
搬
入
し
た
温ゆ

泉の

津つ

で
あ
る
。

　

銀
山
地
区
の
目
玉
は
、
間ま

ぶ歩
と
呼
ば

れ
る
坑
道
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
「
大
久
保
間
歩
」
を
実
際
に

案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
こ
は
江
戸
幕

府
の
初
代
銀
山
奉
行
・
大
久
保
長
安
の

名
を
冠
し
た
坑
道
で
、
約
１
０
０
０
あ

る
間
歩
の
な
か
で
も
最
大
規
模
と
い
う
。

予
約
制
で
ガ
イ
ド
と
一
緒
で
な
け
れ
ば

入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

大
久
保
間
歩
の
見
学
は
、
石
見
銀
山

世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
集
合
し
て
か
ら

10
分
ほ
ど
バ
ス
で
移
動
、
そ
こ
か
ら
徒

歩
で
巡
る
約
2
時
間
30
分
の
コ
ー
ス
だ
。

途
中
、
金き
ん
せ
い
こ
う

生
坑
と
呼
ば
れ
る
水
抜
き
坑

を
眺
め
な
が
ら
歩
く
と
目
的
の
大
久
保

間
歩
に
着
い
た
。
手
掘
り
の
跡
が
残
り
、

今
も
銀
の
痕
跡
が
よ
く
わ
か
る
。
石
見

銀
山
ガ
イ
ド
の
会
、
小
沢
忍
さ
ん
の
説

明
が
実
に
わ
か
り
や
す
い
。
ガ
イ
ド
は

お
よ
そ
60
人
い
る
。
翌
日
、
ま
ち
な
か

を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
ガ
イ
ド
の
伊

世界遺産「石見銀山遺跡とその文化的景観」
の範囲と主な探訪箇所

大森銀山重伝建保存地区

代官所跡

大久保間歩温泉津沖泊道

銀山柵内

鞆ヶ浦

沖泊

温泉津重伝建保存地区

鞆ヶ浦道

（石見銀山世界遺産センターパンフレットより編集部作成）

銀鉱山跡と鉱山町
石見銀山街道
港と港町
重要伝統的建造物群保存地区
緩衝地帯

｢代官所跡」の表門。この奥に
石見銀山資料館がある

石見銀山開発初期（16世紀）
に銀鉱石を博多へ積み出した
｢鞆ヶ浦」

初代奉行を務めた大久保長安
の名を冠した「大久保間歩」
の入口

戦国時代から銀の
積み出しなど外港と
して栄えた「沖泊」

（注1）修景
都市計画・道路計画などで、自然の美しさを
損なわないよう風景を整備すること。

暮らしながら守る文化財
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藤
壽す

美み

さ
ん
も
地
元
の
人
な
ら
で
は
の

説
明
だ
っ
た
。
ガ
イ
ド
の
会
は
、
石
見

銀
山
の
す
ば
ら
し
さ
や
ま
ち
の
魅
力
を

伝
え
て
い
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、
ま
ち
な
か
に
有
料
駐

車
場
が
な
い
。
中
央
部
に
無
料
駐
車
場

が
あ
る
だ
け
で
空
き
地
に
有
料
駐
車
場

を
つ
く
ら
せ
な
い
。
し
か
も
メ
イ
ン
ス

ト
リ
ー
ト
は
、
日
中
は
一
方
通
行
。
ま

ち
な
か
の
狭
い
道
路
が
車
の
行
き
来
で

混
雑
し
な
い
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
る
。
人
々
の
暮
ら
し
に
支
障
が

出
な
い
よ
う
に
、
過
剰
な
賑
わ
い
が
上

手
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
。

　

銀
山
の
歴
史
に
つ
い
て
く
わ
し
く
教

え
て
く
れ
た
の
は
、
大
田
市
教
育
委
員

会 

教
育
部 

石
見
銀
山
課
の
遠
藤
浩ひ

ろ

巳み

課
長
と
石
見
銀
山
資
料
館
学
芸
員
の
藤ふ

じ

原は
ら

雄ゆ

高た
か

さ
ん
だ
。
石
見
銀
山
資
料
館
の

建
物
は
幕
府
の
代
官
所
跡
で
、
１
９
０

２
年
（
明
治
35
）
に
建
て
ら
れ
た
郡
役
所

を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
も
の
。
県
や
市
で

は
な
く
住
民
が
化
財
資
料
館
を
自
主
運

営
し
て
い
る
の
も
珍
し
い
。

お
だ
や
か
な

暮
ら
し
の
魅
力

　

魅
力
あ
る
場
に
は
お
も
し
ろ
い
人
々

が
い
る
。
ま
ず
お
会
い
し
た
の
は
三
浦

類る
い

さ
ん
だ
。

　

大
森
町
に
は
石
見
銀
山
生
活
文
化
研

究
所
（
以
下
、
生
活
文
化
研
究
所
）
と
い
う
有
名

な
ア
パ
レ
ル
・
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
企
業
と
、

義
肢
装
具
メ
ー
カ
ー
で
こ
ち
ら
も
世
界

的
に
有
名
な
中
村
ブ
レ
イ
ス
株
式
会
社

が
存
在
す
る
。
人
口
４
０
０
人
の
町
に

二
つ
の
企
業
が
立
地
し
て
い
る
「
企
業
城

下
町
」
と
呼
ん
だ
ら
言
い
す
ぎ
だ
ろ
う

か
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
も
「
大
森
町
・

石
見
銀
山
」
を
前
面
に
出
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
地
元
を
愛
し
つ
つ
世
界
展
開

を
考
え
る
志
向
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

三
浦
さ
ん
は
生
活
文
化
研
究
所
の
社

員
で
『
三
浦
編
集
長
』
と
い
う
名
の
広

報
紙
を
編
集
し
て
い
る
。
自
社
の
商
品

で
は
な
く
、
大
森
町
の
暮
ら
し
の
魅
力

を
紹
介
し
て
い
る
の
だ
。

　

生
活
文
化
研
究
所
は
、
ま
ち
の
中
心

か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
あ
る
。
外
か

ら
見
る
と
田
ん
ぼ
の
奥
に
あ
る
庄
屋
の

よ
う
だ
が
、
中
に
入
る
と
現
代
的
な
オ

フ
ィ
ス
が
現
れ
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
一

斉
に
挨
拶
さ
れ
た
。
三
浦
さ
ん
は
「
大

森
町
の
小
学
生
は
知
ら
な
い
人
に
も
み

ん
な
挨
拶
し
ま
す
か
ら
」
と
話
す
が
、

わ
れ
わ
れ
は
社
員
全
員
か
ら
そ
の
洗
礼

を
受
け
た
よ
う
だ
。
店
舗
、
事
務
所
、

作
業
場
、
倉
庫
と
拝
見
し
た
が
、
皆
さ

ん
か
ら
挨
拶
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
企

業
に
は
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
。

　

三
浦
さ
ん
は
愛
知
生
ま
れ
で
、
東
京

の
大
学
を
出
て
大
森
町
に
や
っ
て
き
た
。

そ
の
彼
が
大
森
町
を
「
都
市
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
と
呼
ぶ
の
は
興
味
深
い
。
大
森

町
は
、
元
は
郡
の
中
心
地
な
の
で
人
々

の
つ
き
あ
い
が
ベ
タ
つ
い
て
い
な
い
の

だ
。「
こ
の
ま
ち
の
人
は
み
ん
な
こ
の
ま

ち
が
好
き
で
す
。
地
元
愛
が
す
ご
く
強

い
」
と
言
う
。
三
浦
さ
ん
は
ま
だ
学
生

だ
っ
た
と
き
、
生
活
文
化
研
究
所
の
創

業
者
で
現
会
長
の
松
場
大
吉
さ
ん
と
出

会
っ
た
が
、
松
場
さ
ん
は
自
身
の
会
社

の
話
を
ま
っ
た
く
し
な
か
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
大
森
町
の
人
や
暮
ら
し
の
お
話
ば

か
り
で
し
た
。
ま
ち
の
人
た
ち
も
見
知

ら
ぬ
学
生
に
ご
は
ん
を
食
べ
さ
せ
て
く

れ
た
り
、
一
緒
に
海
へ
遊
び
に
行
っ
た

り
す
る
。
と
て
も
心
地
よ
か
っ
た
ん
で

す
」。
三
浦
さ
ん
は
２
０
１
１
年
の
春

に
入
社
し
、
大
森
町
で
働
き
は
じ
め
る
。

　
「
住
民
憲
章
」
に
掲
げ
ら
れ
、
三
浦

さ
ん
も
惹
か
れ
て
い
る
「
お
だ
や
か

さ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
？

　

三
浦
さ
ん
は
「
本
来
あ
る
日
常
、
平

穏
な
暮
ら
し
と
い
う
こ
と
で
、
な
い
も

の
は
自
分
で
工
夫
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
」
と
言
う
。
私
た
ち
は
「
な
い
と
き

は
買
う
」
と
い
う
一
般
的
な
経
済
の
尺

度
で
物
事
を
考
え
が
ち
だ
が
、
工
夫
し

て
価
値
を
つ
く
る
の
が
大
森
町
の
文
化

な
の
だ
ろ
う
。
続
け
て
三
浦
さ
ん
は

「
こ
の
ま
ち
に
、
文
化
財
は
大
事
だ
と

気
づ
い
た
人
が
い
ま
し
た
。
大
森
町
文

化
財
保
存
会
の
方
々
で
す
」
と
言
う
。

　

三
浦
さ
ん
の
口
か
ら
出
た
大
森
町
文

化
財
保
存
会
は
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
役

だ
。
そ
の
現
会
長
で
あ
る
龍
泉
山
西さ
い

性し
ょ
う
じ寺

の
ご
住
職
、
龍た

つ
よ
し
の
ぶ

善
暢
さ
ん
に
も
お

話
を
伺
っ
た
。

　

大
森
町
文
化
財
保
存
会
は
60
年
ほ
ど

4

5

7

6

（注2）修築
建築物をつくろい直す
こと（修理・修復）。
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前
の
１
９
５
７
年
（
昭
和
32
）
に
大
森
町

の
全
町
民
を
会
員
と
し
て
発
足
し
た
。

そ
の
後
、
大
森
小
学
校
に
は
石
見
銀
山

遺
跡
愛
護
少
年
団
（
以
下
、
少
年
団
）
も
結

成
さ
れ
、「
自
分
た
ち
の
ま
ち
な
み
が
文

化
財
で
あ
る
」
と
い
う
気
持
ち
を
強
く

も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
う
。

実
際
に
昭
和
30
年
代
の
ま
ち
な
み
の
写

真
を
見
る
と
、
朽
ち
る
建
物
も
多
か
っ

た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
修
築

（
注
２
）、
修
景
さ
れ
て
現
在
の
ま
ち
な

み
景
観
が
あ
る
。
な
ぜ
な
の
か
。

　

少
年
団
出
身
の
住
職
は
「
そ
も
そ
も

こ
の
ま
ち
に
は
何
を
イ
イ
と
感
じ
る
か

の
審
美
眼
＝
セ
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
住

民
も
多
い
」
と
言
う
。
こ
の
こ
と
が

「
家
は
ど
こ
で
も
買
え
る
け
れ
ど
、
借

景
は
買
え
な
い
で
す
か
ら
」
と
景
観
を

大
事
に
す
る
気
持
ち
に
つ
な
が
る
の
で

は
な
い
か
と
語
る
。

　

暮
ら
し
の
お
だ
や
か
さ
を
求
め
る
心

と
、
景
観
が
み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
と

の
認
識
が
融
合
し
た
文
化
。
こ
こ
に
大

森
町
の
核
心
が
あ
り
そ
う
だ
。

文
化
景
観
を
維
持
す
る

「
適
応
的
リ
ユ
ー
ス
」

　

大
森
町
の
ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
っ

た
人
々
の
聞
き
書
き
集
『
銀
の
ま
ち
を

つ
く
っ
た
人
た
ち
の
話
』（
N
P
O
法
人
緑

と
水
の
連
絡
会
議 

2
0
1
2
）
と
い
う
好
著
が

あ
る
。
そ
こ
に
は
中
村
ブ
レ
イ
ス
・
現

会
長
の
中
村
俊
郎
さ
ん
が
住
民
と
市
と

協
力
し
て
60
軒
も
の
ま
ち
な
み
保
存
を

行
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
古

民
家
を
壊
し
も
せ
ず
、
朽
ち
さ
せ
も
せ

ず
、
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
に
も
せ
ず
、
集
落

消
滅
も
さ
せ
ず
、「
昔
の
ま
ま
」
の
景
観

が
残
っ
て
い
る
の
は
驚
き
で
あ
る
し
、

重
要
だ
。

　

大
森
町
の
人
々
は
、「
住
民
に
よ
る
文

化
財
保
全
」
と
「
お
だ
や
か
な
生
活
重

視
」
を
結
び
つ
け
、「
世
界
遺
産
登
録
は

お
だ
や
か
な
生
活
の
手
段
」
と
思
っ
て

い
る
。
そ
れ
を
二
つ
の
有
力
企
業
が
支

援
し
、
そ
の
企
業
は
大
森
町
の
価
値
を

前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。

　

湿
気
の
多
い
環
境
で
は
、
暮
ら
し
が

変
わ
れ
ば
建
物
も
変
わ
る
。
環
境
に
合

わ
せ
な
が
ら
何
度
も
修
景
し
「
昔
の
ま

ま
」
を
追
求
す
る
。
こ
の
「
適
応
的
リ

ユ
ー
ス
（A

daptive Reuse

）」
に
よ
り
で
き

あ
が
る
「
文
化
景
観
」
は
、
今
後
さ
ら

に
重
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

大
森
町
の
人
口
は
現
在
４
０
０
人
。

し
か
し
、
私
に
は
、
小
さ
な
都
市
の
先

駆
例
に
思
え
る
。

（
２
０
１
８
年
7
月
20
～
22
日
取
材
）

暮らしながら守る文化財

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

あ
え
て
観
光
地
に
せ
ず
、
生
活
の

舞
台
を
文
化
財
と
認
識
す
る
こ
と

で
、
価
値
を
生
み
出
す
景
観
が
つ

く
ら
れ
る
。

12

4大久保間歩の坑内を見学する参加
者たち 5石見銀山ガイドの会の小沢忍
さん 6石見銀山ガイドの会の伊藤壽美
さん 7大森町の中心部はこのように素
朴な木造家屋が多い 8大田市教育委
員会石見銀山課 課長の遠藤浩巳さん 
9石見銀山資料館学芸員の藤原雄高
さん �畦道の奥にあるのが石見銀山
生活文化研究所の社屋 �内部は近
代的なオフィス空間となっており、訪問
者は外観とのギャップに驚く �石見銀
山生活文化研究所の三浦類さんと三
浦さんの愛犬・うさころ君 �龍泉山西
性寺の住職、龍善暢さん

8

9

1112

13

10

（注2）修築
建築物をつくろい直す
こと（修理・修復）。

大森町の人たちが「立て看板で
まちの景観を壊さないように」と
路面に埋め込んだ案内板
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阿
賀
川
を
遡
り

運
ば
れ
た
海
産
物

　

う
ま
み
た
っ
ぷ
り
の
ホ
タ
テ
の
貝
柱

で
だ
し
を
と
り
、
里
芋
や
に
ん
じ
ん
、

糸
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
薄

味
の
お
吸
い
物
を
、
浅
め
の
会
津
塗
の

器
で
い
た
だ
く
。
福
島
県
会
津
地
方
で

江
戸
時
代
か
ら
ご
ち
そ
う
と
し
て
食
べ

ら
れ
て
き
た
「
こ
づ
ゆ
」
は
滋
味
深
く
、

口
に
す
る
と
ほ
っ
と
す
る
。

　

磐ば
ん
だ
い
さ
ん

梯
山
を
含
む
奥
羽
山
脈
や
越
後
山

脈
に
囲
ま
れ
た
雪
国
の
会
津
で
は
、
阿あ

賀が

川が
わ

（
注
1
）
や
只た

だ

見み

川が
わ

を
遡
上
す
る
サ

ケ
や
マ
ス
が
人
々
の
重
要
な
た
ん
ぱ
く

源
だ
っ
た
。
流
通
網
が
発
達
し
て
い
な

か
っ
た
時
代
、
新
鮮
な
海
産
物
の
入
手

は
難
し
く
、
北
前
船
に
よ
っ
て
北
海
道

か
ら
新
潟
港
を
経
由
し
て
運
ば
れ
る
乾

物
が
中
心
で
、
身み

が欠
き
ニ
シ
ン
や
棒
鱈
、

こ
づ
ゆ
の
具
材
と
し
て
欠
か
せ
な
い
ホ

タ
テ
の
貝
柱
な
ど
が
入
っ
て
き
た
。
そ

の
た
め
会
津
で
は
生
の
魚
介
で
は
な
く
、

乾
物
を
用
い
た
料
理
が
ハ
レ
の
日
の
ご

ち
そ
う
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　

乾
物
は
、
会
津
に
ど
の
よ
う
に
届
け

ら
れ
た
の
だ
ろ
う
？ 

２
０
１
０
年
ま

で
福
島
県
立
博
物
館
で
民
俗
分
野
の
学

芸
員
を
務
め
た
佐
々
木
長た
け

生お

さ
ん
に
尋

ね
た
。

「
新
潟
港
に
入
っ
た
乾
物
類
は
、
平ひ
ら

田た

会津地方でハレの日に食される「こづゆ」

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪

ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
福
島

県
会
津
若
松
市
の
郷
土
料
理
「
こ
づ
ゆ
」

で
す
。
ホ
タ
テ
の
貝
柱
を
使
っ
た
こ
づ
ゆ

に
は
、
舟
運
と
会
津
の
風
土
が
大
き
く
関

係
し
て
い
ま
し
た
。

舟
運
と
文
化
の
蓄
積
が

も
た
ら
し
た

こ
づ
ゆ

こ
づ
ゆ
（
福
島
県
会
津
若
松
市
） 13

水の文化 61号　食の風土記
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舟ぶ
ね

に
積
み
替
え
ら
れ
る
と
阿
賀
川
を
遡

り
、
会
津
藩
の
西
の
玄
関
口
と
し
て
栄

え
た
川
湊
、
津
川
（
注
2
）
ま
で
運
ば
れ

ま
し
た
」

　

新
潟
か
ら
津
川
ま
で
は
流
れ
も
穏
や

か
で
早
く
か
ら
舟
運
が
行
な
わ
れ
て
い

た
が
、
津
川
よ
り
上
流
の
塩
川
湊
ま
で

は
激
流
で
、
特
に
徳
沢
と
上か
み
の
じ
り

野
尻
間
の

「
銚
子
の
口
」
は
難
所
の
た
め
、
越
後

街
道
を
陸
送
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

「
舟
が
通
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
『
中な
か
お
い追

馬ば

』
と
い
っ
て
、
馬
の
背
に
荷
物
を
載

せ
て
運
び
ま
し
た
。
空か
ら

に
な
っ
た
舟
は

舟
引
が
綱
で
引
い
て
川
を
上
っ
た
の
で

す
」
と
佐
々
木
さ
ん
は
話
す
。

　

そ
し
て
流
れ
が
穏
や
か
に
な
る
と
再

び
舟
に
積
ま
れ
阿
賀
川
を
遡
り
、
塩
川

湊
へ
。
そ
こ
で
乾
物
は
荷
揚
げ
さ
れ
、

人
の
背
で
会
津
の
各
地
へ
届
け
ら
れ
た
。

お
腹
いっ
ぱ
い
に

な
る
ま
で
何
杯
で
も

　

こ
づ
ゆ
の
発
祥
に
は
い
く
つ
か
解
釈

が
あ
る
。
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
精
進
料

理
が
会
津
藩
の
武
家
料
理
と
な
り
庶
民

の
間
に
広
ま
っ
た
説
。
ま
た
、
江
戸
時

代
初
期
、
大
晦
日
や
正
月
の
初
市
な
ど

で
お
神
酒
と
一
緒
に
ふ
る
ま
わ
れ
た
が
、

必
ず
里
芋
が
入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

里
芋
を
重
ん
じ
る
日
本
古
来
の
習
慣

（
注
3
）
が
根
底
に
あ
る
と
い
う
説
も
。

「
貝
柱
は
高
級
品
で
す
か
ら
、
昔
は
こ

づ
ゆ
に
使
う
貝
柱
の
数
が
も
て
な
し
の

度
合
い
を
表
し
て
い
た
ん
で
す
。
あ
そ

こ
の
家
は
貝
柱
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い

た
の
に
、
こ
こ
の
家
は
少
な
い
な
ー
っ

て
。
お
も
し
ろ
い
よ
ね
」

　

そ
う
言
っ
て
笑
う
の
は
、
会
津
居
酒

屋
「
籠か
ご

太た

」
の
店
主
で
、
会
津
郷
土
料

理
研
究
会
を
主
宰
す
る
鈴
木
真し
ん

也や

さ
ん

だ
。
籠
太
で
、
鈴
木
さ
ん
に
こ
づ
ゆ
の

つ
く
り
方
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

使
う
具
材
は
貝
柱
、
里
芋
、
に
ん
じ

ん
、
キ
ク
ラ
ゲ
、
糸
こ
ん
に
ゃ
く
、
白

玉
麩
、
季
節
の
青
味
（
今
回
は
水
菜
）
の
７

種
。
奇
数
で
縁
起
が
よ
い
た
め
だ
。
籠

太
で
は
最
初
に
日
高
昆
布
と
か
つ
お
ぶ

し
で
だ
し
を
と
り
、
一
口
大
に
刻
ん
で

下
ゆ
で
し
た
具
材
、
貝
柱
お
よ
び
貝
柱

を
戻
し
た
汁
を
加
え
、
酒
と
塩
と
し
ょ

う
ゆ
で
味
を
調
え
る
。「
つ
く
り
方
は
シ

ン
プ
ル
で
す
が
、
具
材
を
戻
す
、
里
芋

の
ぬ
め
り
を
取
る
た
め
に
下
ゆ
で
し
た

野
菜
を
洗
う
工
程
な
ど
は
手
間
が
か
か

り
ま
す
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

で
き
あ
が
っ
た
こ
づ
ゆ
は
、
元
は
吸

い
物
の
蓋
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
、
小

ぶ
り
で
浅
め
の
専
用
椀
に
盛
ら
れ
る
。

こ
れ
は
お
代
わ
り
を
当
然
と
し
て
お
り
、

「
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
何
杯
で

も
ど
う
ぞ
」
と
い
う
会
津
の
お
も
て
な

し
の
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
づ
ゆ

な
ら
祝
い
事
な
ど
の
正
式
な
席
で
お
代

わ
り
を
し
て
も
失
礼
に
あ
た
ら
な
い
。

（注1）阿賀川
福島・新潟県を流れる一級河川。福島・栃木県境の荒海
山が源流で、会津盆地で猪苗代湖を源流とする日橋（にっ
ぱし）川と合流。さらに尾瀬に源を発する只見川とも合流し、
新潟県に入ると「阿賀野川」と名を変え、日本海に注ぐ。

（注2）津川
津川町は新潟県東蒲原郡にあった町。2005
年の町村合併で消滅した。現在は新潟県に属
するが、古くは会津藩の領地で、舟運で栄えた。

（注3）里芋を重んじる日本古来の習慣
里芋は古くから農耕儀礼や儀礼食に用いられ、稲の伝
播より古いとも推定される。また、正月に餅を食べずに里
芋を食べる地域も各地にあり、「芋正月」などと呼ばれる。

新潟県
郡山津川

福島県

新潟

猪苗代湖

日本海

太
平
洋

佐渡島 阿
賀

野川

阿賀川

銚子の口
塩川

会津地方と阿賀川の広域図

※舟運によって新潟から乾物などの海産物がもたらされ、会津からは
　年貢米のほか、青苧（あおそ）やたばこ、漆器などが送られた

1会津若松市内を流れる阿賀川。会津と日本海側との重要な交易路だった 2阿賀川の舟を綱で引き上げる江戸時代の人たちを描いた絵図『曳き舟の図』（個人蔵） 
3会津の歴史・民俗にくわしい佐々木長生さん 4郷土料理と地酒を供する「籠太」の鈴木真也さん。郷土料理を伝える活動も行なう

1

3 24

舟運と文化の蓄積がもたらした こづゆ
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今
で
も
こ
づ
ゆ
は

家
庭
料
理
の
定
番

　

意
外
な
こ
と
に
、
会
津
で
は
正
月
に

お
せ
ち
料
理
を
食
べ
る
習
慣
が
な
い
。

鈴
木
さ
ん
が
子
ど
も
の
こ
ろ

の
主
な
正
月
料
理
と
い
え
ば
、

サ
メ
の
煮
つ
け
、
サ
ケ
の
粕

煮
、
ニ
シ
ン
の
昆
布
巻
き
、

豆
数
の
子
な
ど
に
加
え
、
大

鍋
に
つ
く
っ
た
こ
づ
ゆ
を
毎

日
の
よ
う
に
食
べ
て
い
た
そ

う
だ
。
今
で
も
正
月
は
も
ち

ろ
ん
、
冠
婚
葬
祭
、
子
ど
も

が
帰
省
し
た
と
き
な
ど
特
別
な
日
に
こ

づ
ゆ
を
つ
く
る
家
庭
は
多
い
。

「
私
が
郷
土
料
理
の
研
究
を
始
め
た
理

由
の
一
つ
は
、
こ
づ
ゆ
が
な
く
な
る
こ

と
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
。
つ
く
る
手
間
を

面
倒
だ
と
思
え
ば
、
こ
づ
ゆ
は
家
庭
か

ら
消
え
て
し
ま
い
ま
す
」
と
鈴
木
さ
ん
。

　

鈴
木
さ
ん
の
開
く
料
理
教
室
で
は
、

こ
づ
ゆ
の
回
は
通
常
よ
り
も
参
加
者
が

増
え
る
人
気
ぶ
り
と
い
う
。

　

一
方
、
材
料
を
レ
ト
ル
ト
の
パ
ッ
ク

に
ま
と
め
た
「
こ
づ
ゆ
セ
ッ
ト
」
も
会

津
の
ス
ー
パ
ー
や
土
産
物
店
で
販
売
さ

れ
て
い
る
。
鈴
木
さ
ん
は
「
手
軽
で
便

利
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
家
庭
の
味
が
い

ち
ば
ん
。
昔
は
こ
づ
ゆ
が
で
き
な
き
ゃ

嫁
じ
ゃ
な
い
！ 

な
ん
て
言
わ
れ
た
け

ど
ね
」
と
笑
う
。
ち
な
み
に
、
会
津
に

は
「
ざ
く
ざ
く
煮
」
と
い
う
こ
づ
ゆ
に

似
た
郷
土
料
理
も
あ
る
が
、
鈴
木
さ
ん

い
わ
く
「
貝
柱
で
は
な
く
サ
ケ
の
ア
ラ

を
使
う
こ
と
、
大
根
が
入
っ
て
い
る
点

が
違
う
」
と
の
こ
と
。

文
化
が
蓄
積
す
る

会
津
特
有
の
風
土

　
「
会
津
」
と
い
う
地
名
の
由
来
が
、

日
本
最
古
の
歴
史
書
『
古
事
記
』
に
あ

る
と
佐
々
木
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
。

８
世
紀
の
崇す

神じ
ん

天
皇
の
時
代
、
諸
国
平

定
の
た
め
の
任
務
を
終
え
た
大お
お
ひ
こ
の
み
こ
と

毘
古
命

と
建
た
け
ぬ
な
か
わ
わ
け
の
み
こ
と

沼
河
別
命
が
出
会
っ
た
場
所
が

「
相
津
」
と
呼
ば
れ
、
の
ち
に
「
会
津
」

に
な
っ
た
と
い
う
。

　

佐
々
木
さ
ん
に
よ
る
と
、
神
々
が
出

会
う
場
所
、
つ
ま
り
文
化
が
合
流
す
る

場
所
が
会
津
で
あ
り
、
阿
賀
川
や
只
見

川
は
文
化
の
通
り
道
な
の
だ
。

「
会
津
は
、
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
た
盆

地
で
、
し
か
も
豪
雪
地
帯
で
す
か
ら
文

化
が
入
り
づ
ら
い
。
け
れ
ど
、
い
っ
た

ん
入
っ
た
も
の
は
通
過
せ
ず
に
留
ま
り
、

共
存
し
て
い
く
特
色
が
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
正
月
に
は
棒
鱈
を
食
べ
る
な
ど
、

ほ
か
の
地
域
で
は
す
で
に
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
習
俗
が
、
会
津
に
は
今
も
残

っ
て
い
た
り
す
る
の
で
す
」

　

和
船
と
人
が
運
び
、

外
の
文
化
を
留
め
る
と

い
う
会
津
特
有
の
風
土

の
な
か
で
根
づ
い
た
こ

づ
ゆ
。
こ
れ
か
ら
も
こ

づ
ゆ
が
継
承
さ
れ
て
い

く
未
来
を
願
う
。

（
２
０
１
８
年
12
月
13
日
取
材
）

取材協力：会津居酒屋「籠太」
福島県会津若松市栄町8-49
Tel.0242-32-5380
(17:00～23:00／日曜休［不定期］）

こづゆのつくり方

1

4

2

5

3

具材は、貝柱、里芋、
にんじん、キクラゲ、

糸こんにゃく、白玉麩。
これに季節の青味
（水菜）をいただく

直前に加える

昆布とかつおぶしで
だしをとり、貝柱を戻して

汁をつくる。
しょうゆと塩と酒で

味を調える

一口大に切った里芋、
にんじん、キクラゲ、

糸こんにゃくを
別の鍋でゆでて、
一度水洗いする

ざるにあけて水洗いした
具材を鍋に戻し、そこに
貝柱のスープを入れて

少し煮込む

仕上げに麩を入れる。
麩は、お祝い事には上が

赤い「魚の子麩」を、
法事には「白玉麩」を

使い分けていた。
魚の子麩はかつて

イクラを使っていたことの
名残と考えられる

山に囲まれた会津若松の市街地

水の文化 61号　食の風土記



1 0 9水系     1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と支流で行政管轄を分けるのではなく、
中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系として一貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済
上特に重要な水系で政令で指定したもの」（河川法第4条第1項）を一級水系と定め、全国で109の水系が指定されている。

夢を抱いた人々の開拓軸 後志利別川45

未
開
の
川
を
拓
く

「
後
志
利
別
川
」
と
い
う
難
解
な
川
の

名
前
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？ 

「
シ
リ

ベ
シ
ト
シ
ベ
ツ
ガ
ワ
」
と
読
み
、
早
口

言
葉
の
よ
う
な
名
前
な
の
で
す
が
、
語

源
を
考
え
る
と
、
少
し
わ
か
り
や
す
く

な
り
ま
す
。
北
海
道
に
は
「
ベ
ツ
」
と

い
う
音
が
含
ま
れ
る
川
の
名
前
が
多
い

の
で
す
が
、
こ
の
「
ベ
ツ
」
は
、
ア
イ

ヌ
語
で
「
川
」
を
表
し
ま
す
。
沢
く
ら

い
の
小
川
は
「
ナ
イ
」
と
呼
ぶ
な
ど
ア

イ
ヌ
語
に
は
い
ろ
い
ろ
な
音
が
あ
る
の

で
す
。「
ト
シ
（
ト
ゥ
シ
）」
は
「
縄
」
や

「
蛇
」
を
指
し
ま
す
。
つ
ま
り
、「
後
志

利
別
川
」
の
語
源
を
た
ど
れ
ば
、「
後
志

地
方
に
あ
る
大
き
な
曲
が
り
く
ね
っ
た

川
」
と
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
後
志
地
方
は
ほ
と
ん
ど
未
開
に

近
い
も
の
で
し
た
。
江
戸
時
代
以
降
、

本
州
か
ら
新
た
に
渡
っ
て
き
た
人
々
は

こ
の
地
に
夢
を
抱
い
て
や
っ
て
き
ま
す
。

今
回
は
後
志
利
別
川
に
沿
っ
て
、
人
々

の
夢
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
た
。

ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
に
沸
い
た
川

　

流
域
の
上
流
域
部
分
を
占
め
る
の
が

今い
ま

金か
ね

町ち
ょ
うで

す
。
上
流
域
に
は
人
を
魅
了

す
る
だ
け
の
鉱
物
資
源
が
あ
り
ま
し
た
。

今
金
は
ど
ん
な
地
域
な
の
か
、
今
金
町

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
木
元
希
さ
ん
、

小
田
島
裕
一
さ
ん
、
杉
村
明
吉
さ
ん
、

道南唯一の一級河川「後志利別川」。
サクラマスやアメマスなどが遡上する
美しい川だ

坂本クンと行く川巡り  第16回  
Go ! Go ! 109水系

夢
を
抱
い
た
人
々
の
開
拓
軸

後し
 り
 べ
 し志

利と
 し
 べ
 つ別

川が
 わ

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、編
集
部
の
面
々
が
全
国

の
一
級
河
川「
1 

0 

9
水
系
」を
巡
り
、川
と
人
と
の
か
か
わ
り

を
探
り
な
が
ら
、
川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
で
す
。

札幌
後
志
利
別
川

後
志
利
別
川

道南

道央

道北

道東
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マ
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オ
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川

パ
ン
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ペ
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ハ
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瀬棚港
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今
金
町
教
育
委
員
会
の
学
芸
員
の
宮
本

雅ま
さ

通ゆ
き

さ
ん
に
聞
き
ま
し
た
。

「
今
金
は
、
今4

で
も
金4

が
出
る
と
こ
ろ

で
す
」
と
ジ
ョ
ー
ク
を
飛
ば
す
の
は
、

木
元
さ
ん
。
地
名
の
由
来
は
明
治
期
の

入
植
者
、
今
村
藤
次
郎
と
金
森
石
郎
の

姓
か
ら
一
文
字
ず
つ
と
っ
た
こ
と
に
よ

る
そ
う
で
す
が
、
金
と
あ
な
が
ち
関
係

な
く
も
な
い
の
で
す
。

「
今
金
の
開
拓
史
を
語
る
う
え
で
欠
か

せ
な
い
の
が
、
鉱
山
で
す
」
と
宮
本
さ

ん
は
言
い
ま
す
。「
今
金
か
ら
美ぴ

利り

河か

に

か
け
て
の
後し

り

志べ
し

利と
し

別べ
つ

川が
わ

上
流
域
に
は
砂

金
を
発
掘
し
た
遺
跡
が
多
く
残
っ
て
い

ま
す
。
寛
永
年
間
（
１
６
２
４

−

１
６
４
４
）

か
ら
砂
金
掘
り
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
に
は
佐
渡

金
山
の
鉱
夫
が
美
利
河
に
技
術
指
導
に

来
て
い
た
こ
と
を
示
す
美
利
河
地
域
の

絵
図
が
佐
渡
に
残
っ
て
い
ま
す
」

　

美
利
河
ダ
ム
周
辺
の
砂
金
採
掘
が
行

な
わ
れ
て
い
た
場
所
に
行
く
と
小
さ
な

起
伏
の
あ
る
森
が
い
く
つ

も
点
在
し
て
い
ま
す
。
近

く
の
丘
陵
地
に
は
、
２
ｍ

ほ
ど
の
幅
の
切
れ
目
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
砂
金
を

採
る
た
め
に
掘
ら
れ
た
水

路
の
跡
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
溝
掘
っ
て
は
隣
に
移
動

を
繰
り
返
し
、
周
辺
の
土

砂
か
ら
隈
な
く
採
掘
し
た

そ
う
で
す
。
そ
の
面
積
は
美
利
河
周
辺

数
万
㎢
に
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

砂
金
の
採
掘
を
し
て
い
た
の
は
ひ
と
儲

け
し
よ
う
と
考
え
た
人
々
で
す
。
こ
の

ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
に
夢
を
抱
い
た
人

も
多
く
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

明
治
時
代
後
半
に
、
軍
事
産
業
の
関

係
で
マ
ン
ガ
ン
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い

く
と
、
美
利
河
で
は
砂
金
に
変
わ
っ
て

マ
ン
ガ
ン
の
採
掘
が
盛
ん
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
り
美
利
河
周
辺
は
大
変

賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
太
平
洋
戦
争

終
戦
後
の
閉
山
に
伴
い
、
鉱
山
集
落
も

一
気
に
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

今
で
も
ど
こ
か
に
金
脈
が
眠
る
美
利

河
の
丘
陵
地
に
身
を
置
き
、
当
時
の
鉱

山
の
栄
光
に
想
い
を
は
せ
ま
し
た
。

後
志
利
別
川
と
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル

　

開
拓
の
夢
は
中
流
域
に
も
あ
り
ま
し

た
。
中
流
域
の
利
別
原
（
現
在
の
今
金
町
神

丘
）
に
は
ま
だ
手
つ
か
ず
の
川
と
丘
陵

地
が
広
が
っ
て
お
り
、
人
が
入
る
に
は

過
酷
な
環
境
で
し
た
。
こ
こ
に
新
た
な

理
想
郷
を
夢
見
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

せ
た
な
町
教
育
委
員
会
の
工
藤
大ま

さ
るさ

ん

に
中
流
域
の
開
拓
に
つ
い
て
お
話
を
聞

き
ま
し
た
。

「
こ
の
今
金
の
地
の
開
拓
に
は
、
志し

方か
た

之ゆ
き

善よ
し

・
荻お

ぎ

野の

吟ぎ
ん

子こ

夫
妻
の
活
躍
な
し
に

は
語
れ
ま
せ
ん
」
と
工
藤
さ
ん
は
言
い

ま
す
。
夫
の
志
方
之
善
は
27
歳
の
と
き

に
北
海
道
に
渡
り
開
拓
に
挑
み
ま
す
。

こ
の
何
も
な
い
地
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由

な
秩
序
を
つ
く
っ
て
、
誰
も
が
幸
せ
に

4瀬棚に移り住んだ荻野吟子
が結成した「瀬棚淑徳婦人
会」。吟子は後列右端の人物
せたな町教育委員会蔵　5 中流
域の丘陵地にひっそりと建つ
インマヌエル教会　6せたな
町教育委員会事務局学芸員
の工藤大さん　7広 と々した
後志利別川の中流域と、せた
な町中心部に吟子の功績を
伝えるために建てられた像

1美利河ダム周辺に広がる砂金
の採掘跡。点線部分が水路の痕
跡。石を積んで水路をつくり、水の
力で砂礫を洗って砂金を採ったと
考えられる　2上流域を案内して
くださった皆さん。右から今金町地
域おこし協力隊の木元希さん、杉
村明吉さん、小田島裕一さん、今
金町教育委員会学芸員の宮本
雅通さん　3幕末のころの美利
河付近が描かれた『クンナ井砂金
山絵図』（新潟県佐渡市西三川笹川
区会蔵）。佐渡の西三川砂金山
（pp.15-17参照）の鉱夫が技術
指導に訪れたことを示す史料

4

5

6

7

1

2

3
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夢を抱いた人々の開拓軸 後志利別川47

暮
ら
せ
る
場
所
に
し
た
い
と
夢
を
描
き

ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
志
方

は
こ
の
未
開
の
地
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の

理
想
郷
と
し
て「
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
」（
注
１
）

を
築
こ
う
と
奮
闘
し
ま
す
。
原
野
を
拓

き
、
土
地
を
耕
し
、
人
が
暮
ら
せ
る
地

に
な
る
よ
う
に
少
し
ず
つ
開
拓
を
続
け

ま
す
が
、
そ
れ
を
支
え
つ
づ
け
た
の
が

妻
の
荻
野
吟
子
で
し
た
。

　

吟
子
は
日
本
初
の
女
医
（
公
式
な
医
師
免

許
）
と
し
て
東
京
で
開
業
し
、
北
海
道

で
奮
闘
す
る
夫
・
志
方
に
開
拓
の
た
め

の
資
金
を
送
り
つ
づ
け
ま
す
。
そ
の
後
、

吟
子
も
北
海
道
に
渡
り
、
今
金
の
開
拓

を
手
伝
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
開
拓
は

厳
し
い
自
然
の
前
に
困
難
を
極
め
失
敗

に
終
わ
り
、
下
流
の
瀬せ

 
た
な棚

に
引
き
返
し

て
暮
ら
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

二
人
の
理
想
郷
建
設
の
夢
は
破
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、 

１
０
０
年
経
っ
た

現
在
、
今
金
の
地
は
流
域
の
中
核
市
町

村
の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
ち

な
ん
だ
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
教
会
が
置
か
れ

て
い
ま
す
。

日
本
初
の
ダ
ム
付
き

長
距
離
魚
道

　

理
想
郷
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
の
美
し
さ
、

魅
力
の
あ
る
後
志
利
別
川
で
す
が
、
北

海
道
に
し
て
は
多
く
の
雨
が
降
る
流
域

で
す
（
美
利
河
＝
年
間
１
７
０
０
㎜
）。
古
く
か

ら
相
次
ぐ
大
洪
水
と
、
農
業
用
水
の
不

足
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
、
１
９
９
１
年

（
平
成
３
）、
上
流
域
に
美
利
河
ダ
ム
が
建

設
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
に
は
ダ
ム
周
辺
ま
で
サ
ク
ラ
マ

ス
、
ア
メ
マ
ス
、
ア
ユ
が
た
く
さ
ん
上

っ
て
く
る
の
で
す
が
、
通
常
だ
と
ダ
ム

ま
で
し
か
上
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

ダ
ム
よ
り
上
流
に
も
な
ん
と
か
上
ら
せ

て
あ
げ
た
い
と
日
本
で
初
め
て
つ
く
っ

た
長
距
離
魚
道
（
注
２
）
が
あ
り
ま
す
。

美
利
河
ダ
ム
管
理
支
所
の
山
本
裕
之
さ

ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
美
利
河
と
い
う
地
名
は
ア
イ
ヌ
語
の

美
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
ま

す
。
今
で
も
水
も
き
れ
い
で
美
し
い
と

こ
ろ
で
す
。
１
９
９
７
年
に
河
川
法
が

改
正
さ
れ
、
環
境
が
河
川
の
目
的
と
し

て
追
加
さ
れ
、
流
域
住
民
の
河
川
環
境

に
対
す
る
意
識
も
高
ま
り
、
ダ
ム
の
環

境
へ
の
影
響
を
な
ん
と
か
軽
減
さ
せ
た

い
と
い
う
こ
と
で
、
ダ
ム
湖
よ
り
も
上

流
の
川
に
魚
が
上
れ
る
２
・
４
㎞
の
魚

道
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
」

　

こ
の
魚
道
に
は
、
魚
が
上
り
や
す
く

な
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ダ
ム
直
下
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
張
り
で
真
っ
す
ぐ
な
河
道
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
自

然
の
川
に
な
ら
い
、
蛇
行
さ
せ
る
こ
と

で
魚
が
泳
ぎ
や
す
い
深
さ
を
確
保
し
な

が
ら
、
魚
道
入
口
ま
で
導
き
ま
す
。

　

魚
道
入
口
付
近
に
は
退
避
プ
ー
ル
と

 後志利別川
 水系番号  ： 9
 都道府県  ： 北海道
 源流  ： 長万部岳（972 ｍ） 
 河口  ： 日本海  
 本川流路延長  ： 80 km 63位／109
 支川数  ： 29河川 91位／109
 流域面積  ： 720 km2 80位／109
 流域耕地面積率  ： 11.7 ％ 42位／109
 流域年平均降水量  ： 1231.1 mm 97位／109
 基本高水流量  ： 1600 m3/ s 100位／109
 河口の基本高水流量  ： 3191 m3/ s 95位／109
 流域内人口  ： 1万1204人 108位／109
 流域人口密度 ： 16人 / km2 104位／109
（基本高水流量観測地点：今金〈河口から16km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

【後志利別川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ
（平成21年）、流域界データ（昭和52 
年）、ダムデータ（平成26年）、鉄道
データ（平成28年）、高速道路データ
（平成28年）」より編集部で作図

川名の由来【後志利別川】
アイヌ語の「ツウシベツ」（山の走り根・大きい・川）
あるいは「トゥシ・ペッ」（縄・川）によったものと考え
られており、十勝地方の利別川と区別するため「後志」
と冠したものである。 北海道開発局河川看板より

（注1）インマヌエル
キリスト教徒移住者によって築かれた今金
の地の集落をヘブライ語の「インマヌエル
（意味：神とともにいます）」から名づけ、キリ
スト教徒の理想郷として開拓を行なった。

（注2）長距離魚道
2018年10月の取材時は美利河ダムの
2.4㎞が日本一の長さの魚道だったが、
2019年度にサンルダム（天塩川水系）が
完成すると、日本最長の魚道は7㎞となる。

坂本 貴啓 
さかもと たかあき

国立研究開発法人 
土木研究所 
水環境研究グループ
自然共生研究センター 
専門研究員

1987年福岡県生まれの川系
男子。北九州で育ち、高校生
になってから下校途中の遠賀
川へ寄り道をするようになり、
川に興味をもちはじめ、川に
青春を捧げる。全国の河川市
民団体に関する研究や川を活
かしたまちづくりの調査研究
活動を行なっている。筑波大
学大学院システム情報工学研
究科修了。白川直樹研究室
『川と人』ゼミ出身。博士（工
学）。2017年4月から現職。

　私の川巡りの際のこだわりの一つ
として、行った川の名前の入った看
板を写真として記録に残しています。
そのなかでも、北海道の川の看板
はぜひ注目してもらいたいです。支
川にまで細やかに看板があり、川
名の由来まで書かれているからです。
北海道の地名は多くはアイヌ語由
来のものが多いですが、アイヌ語で
どういう意味なのかが解説してあり、
その川の特徴を先人がどう捉えてい
たかがわかります。
　後志利別川に行った際にすべて
の支川を回ってみて、写真を撮って
みました．語の意味は、魚が採れる
かどうかだったり、生活拠点（納屋、
舟をつくる場）だったりとアイヌ民族
の生活の視点で名づけられており、
川を身近に感じていたことが窺えます。
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12改良した住吉頭首工の魚道（右端）。流れに変化をつけて魚が上りやすいようにした　13 「清流日本一」を維持する取り組みについて語る今金河川事務所の秋山泰祐所長
（右）と伊藤祐明副所長（中）、NPO法人後志利別川清流保護の会の竹内正夫理事長（左）　14 2018年6月20日に行なわれた河口清掃の集合写真 提供：今金河川事務所
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呼
ば
れ
る
魚
道
を
行
き
交
う
魚
た
ち
が

休
息
で
き
る
た
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
プ

ー
ル
を
出
て
、
い
よ
い
よ
魚
道
に
入
っ

た
魚
は
階
段
に
な
っ
た
魚
道
を
少
し
ず

つ
上
り
ま
す
。
湖
上
流
の
河
川
に
上
ら

せ
る
た
め
、
距
離
は
長
い
で
す
が
ダ
ム

湖
に
入
る
こ
と
な
く
、
確
実
に
上
を
目

指
し
て
い
け
ま
す
。
こ
れ
が
日
本
一
の

長
さ
の
魚
道
に
な
っ
た
ゆ
え
ん
で
す
。

　

階
段
を
上
っ
て
い
る
魚
の
姿
は
、
魚

道
の
途
中
の
側
面
に
設
置
さ
れ
た
「
観

察
窓
」
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
魚
道
の
な
か
に
は
、
自
然
の

川
と
同
じ
よ
う
に
再
現
さ
れ
た
「
多
自

然
魚
道
」
ま
で
あ
り
ま
す
。
瀬
淵
が
あ

っ
た
り
、
木
陰
が
あ
っ
た
り
と
自
然
に

近
い
の
で
、
こ
こ
で
産
卵
す
る
魚
も
い

る
く
ら
い
で
す
。

　

ま
た
、
ダ
ム
湖
に
迷
走
し
な
い
よ
う

に
、
区
切
り
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
切
り
側
に
魚
が
寄
ら
な
い
よ
う
に
、

反
対
半
分
に
ひ
さ
し
を
つ
け
て
暗
く
し

て
、
陰
を
好
む
魚
の
特
性
を
利
用
し
て

う
ま
く
誘
導
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
ダ
ム
を
越
え
て
魚
が
上

流
を
目
指
せ
る
き
め
細
か
な
配
慮
が
さ

れ
た
魚
道
は
当
時
の
最
先
端
の
河
川
環

境
研
究
の
英
知
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
美
し
い
美
利
河
を
今
に
伝
え
る

努
力
の
賜
物
だ
と
思
い
ま
し
た
。

清
流
日
本
一
の
プ
ラ
イ
ド

　

こ
う
し
た
努
力
も
あ
り
、
後し

り

志べ
し

利と
し

別べ
つ

川が
わ

は
今
で
も
人
々
を
魅
了
す
る
川
で
す
。

２
０
１
８
年
現
在
で
「
清
流
日
本
一
」

最
多
18
回
の
記
録
を
も
っ
て
い
ま
す
し
、

清
流
日
本
一
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に

地
域
で
連
携
し
て
河
川
環
境
の
保
全
が

取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
清
流
日

本
一
の
川
を
管
理
し
て
い
る
今
金
河
川

事
務
所
の
秋
山
泰
祐
さ
ん
と
伊
藤
祐
明

さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
後
志
利
別
川
に
は
、
美ぴ

利り

河か

ダ
ム
の

上
流
ま
で
上
れ
る
魚
道
が
あ
る
の
で
、

下
流
の
堰
の
魚
道
も
な
ん
と
か
上
り
や

す
く
し
て
あ
げ
て
、
美
利
河
の
魚
道
ま

で
つ
な
ぎ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
自
分

た
ち
の
力
で
で
き
る
魚
道
の
改
良
を
は

じ
め
ま
し
た
」

　

実
際
に
住
吉
頭と

う

首し
ゅ

工こ
う

の
魚
道
を
見
な

8美利河ダムを越えて上流ま
で魚類が上れるように階段状
に設計された長距離魚道。遡
上する魚の様子が見られる「観
察窓」も設置されている　9 美
利河ダム管理支所の山本裕
之支所長　10 多自然魚道
の施工時と4年後の様子。違
いは一目瞭然だ 提供：美利河ダ

ム管理支所　11 重力式コンク
リートとロックフィルの複合型の
美利河ダム。1991年竣工

国土地理院基盤地図情報
「北海道」、および美利河
ダム管理支所提供の資料
より編集部で作図
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15ニシン漁で栄えたせたな町で保津船に乗り込む大正初期の漁師たち（せ
たな町教育委員会蔵）と、せたな町で保管・展示しているニシン粕をつくるための
圧搾機　16運上屋が描かれている『セタナイ場所絵図』。安政年間
（1854-1860）以降のもの せたな町教育委員会蔵　17 後志利別川の河口。
この流域には、かつて夢を抱いてさまざまな人たちがやってきた

夢を抱いた人々の開拓軸 後志利別川49

109

が
ら
、
改
良
し
た
魚
道
を
解
説
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

「
既
設
の
魚
道
も
あ
ま
り
よ
く
な
い
の

で
、
底
生
魚
や
遊
泳
魚
も
上
り
や
す
い

よ
う
に
で
き
な
い
か
と
魚
道
を
石
組
み

に
よ
り
自
分
た
ち
で
変
え
ま
し
た
。
練

り
石
（
接
着
し
た
石
）
を
つ
く
り
、
流
れ
を

変
え
魚
が
上
り
や
す
い
よ
う
に
改
良
し

ま
し
た
」

　

川
に
く
わ
し
い
市
民
の
方
や
技
術
者

の
方
な
ど
の
有
志
で
、
ほ
と
ん
ど
お
金

を
か
け
ず
（
セ
メ
ン
ト
材
料
な
ど
数
万
円
程
度
）

つ
く
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
も

同
頭
首
工
の
魚
道
の
隣
に
あ
る
土
砂
吐

き
水
路
に
魚
が
遡
上
し
や
す
く
す
る
た

め
の
丸
太
設
置
な
ど
も
自
分
た
ち
で
行

な
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
自
分
た
ち
の

手
で
環
境
を
よ
く
で
き
る
と
い
う
実
感

を
も
て
る
優
れ
た
取
り
組
み
が
全
国
に

広
が
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。

　

河
川
事
務
所
だ
け
で
な
く
地
域
も
清

流
日
本
一
の
維
持
の
た
め
に
主
体
的
に

が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
後

志
利
別
川
清
流
保
護
の
会
の
竹
内
正
夫

さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
開
発
さ
ん
（
河
川
管
理
者
）
が
普
段
か
ら

こ
ん
な
に
自
分
た
ち
の
地
域
の
川
の
た

め
に
が
ん
ば
っ
て
く
れ
て
い
る
ん
だ
か

ら
、
地
域
の
者
も
何
か
で
き
る
こ
と
な

い
か
と
始
め
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
」

　

竹
内
さ
ん
た
ち
は
流
域
の
小
学
生
の

生
物
調
査
の
サ
ポ
ー
ト
、
河
口
で
の
河

川
清
掃
、
水
源
地
の
植
樹
な
ど
を
毎
年

行
な
い
、
清
流
に
ふ
さ
わ
し
い
美
観
を

維
持
す
る
た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
清
流
日
本
一
と
い
わ
れ
、
し
か
も
毎

年
な
ん
だ
か
ら
、
俺
ら
も
黙
っ
て
お
ら

れ
ん
と
奮
い
立
た
さ
れ
ま
す
」

　

清
流
日
本
一
の
称
号
が
地
域
の
誇
り

と
な
り
、
川
へ
の
愛
着
を
深
め
て
い
る

よ
う
で
す
。
た
し
か
に
、
今
金
町
役
場

の
前
を
通
る
と
、
清
流
日
本
一
の
垂
れ

幕
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が

清
流
日
本
一
に
対
す
る
地
域
の
誇
り
の

表
れ
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

港
町
で
の
一
攫
千
金
を
求
め
て

　

下
流
域
に
も
人
々
を
引
き
つ
け
る
場

所
が
あ
り
ま
し
た
。
河
口
近
く
の
、
せ

た
な
町
に
は
古
く
か
ら
の
港
町
が
広
が

っ
て
い
ま
す
。
北
前
船
も
泊
ま
る
港
町

と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
こ
こ
に
も
一
攫

千
金
の
夢
が
あ
り
ま
し
た
。
工
藤
さ
ん

に
再
び
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
松
前
藩
は
、
年
貢
米
で
部
下
を
賄
え

な
い
の
で
、
代
わ
り
に
部
下
に
交
易
権

を
渡
し
、
そ
の
儲
け
を
自
身
の
収
入
に

で
き
る
よ
う
な
し
く
み
を
と
り
ま
し
た
。

交
易
の
拠
点
は
運う

ん
じ
ょ
う
や

上
屋
と
い
わ
れ
北
海

道
の
産
物
が
多
く
出
荷
さ
れ
ま
し
た
」

　

あ
ま
り
拓
か
れ
て
い
な
い
こ
の
地
だ

か
ら
こ
そ
の
制
度
と
も
言
え
、
こ
の
出

来
高
払
い
に
魅
力
を
覚
え
、
精
を
出
し

た
部
下
も
多
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
ま
た
、
明
治
時
代
に
入
る
と
ニ
シ
ン

漁
が
盛
ん
に
な
り
、
春
の
漁
期
に
な
る

と
、
出
稼
ぎ
者
が
多
く
訪
れ
、
ニ
シ
ン

漁
で
非
常
に
栄
え
ま
し
た
」
と
工
藤
さ

ん
は
言
い
ま
す
。
ニ
シ
ン
漁
に
よ
り
、

ニ
シ
ン
御
殿
と
い
う
豪
邸
が
立
ち
、
ニ

シ
ン
長
者
と
呼
ば
れ
る
人
が
生
ま
れ
た

ほ
ど
で
す
の
で
、
一
攫
千
金
を
目
指
し

て
よ
そ
か
ら
来
て
み
た
く
な
る
魅
力
が

十
分
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

開
拓
軸
と
し
て
の
後
志
利
別
川

　

後
志
利
別
川
流
域
は
、
フ
ロ
ン
テ
ィ

ア
精
神
を
か
き
立
て
て
や
ま
な
い
川
と

言
え
そ
う
で
す
。
上
流
域
で
は
鉱
石
採

掘
に
夢
を
抱
い
た
人
々
が
、
中
流
域
で

は
理
想
郷
の
開
拓
を
夢
見
た
人
々
が
、

下
流
域
で
は
自
由
な
交
易
権
と
ニ
シ
ン

漁
に
一
攫
千
金
を
夢
見
た
人
々
が
い
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
場
所
に
対
し
、
理
想
の
暮
ら
し
を

夢
見
て
、
多
く
の
人
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
の
地
を
流
れ
る
後
志
利
別
川
は

開
拓
地
の
片
鱗
を
つ
な
ぐ
一
つ
の
軸
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
（
２
０
１
８
年
10
月
29
～
31
日
取
材
）
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水の文化 61号　センター活動報告 50

2019年2月より水の文化センターのホー
ムページが新しく生まれ変わりました！
センターの旧ホームページに保存され
ていたたくさんの情報をより閲覧しや
すい形にリニューアルしました！
操作性だけではなく、デザインの向上も
図りましたので、「水の文化」の魅力を
多くの方に感じていただければ幸いです。
ぜひ http://www.mizu.gr.jp をご
覧ください。

センター活動報告

新サイトの ここ をチェック！

「水の文化」の魅力を伝える美しい写真をふんだんに掲載しました！

地域やテーマなど、複数の
キーワードでコンテンツを
探すことができます

センターオリジナルの地図や
年表などを資料室にまとめ、
数も充実させました！

全ページがスマート
フォン対応になりま
した

ミツカン水の文化センター 

ホームページ
リニューアル！

Check1

Check2 Check3 Check4

RE
NE

WAL

スマホでも読みやすく！



編
集
後
記

朱
鷺
、
表
紙
の
そ
の
美
し
い
姿
を
見
る
と
、
学
生
の
頃
に
聴
い
た
「
前

夜
」
と
い
う
曲
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
の
歌
詞
は
物
悲
し
さ
が
あ
り
、

何
か
考
え
さ
せ
る
も
の
で
し
た
が
、
61
号
で
お
伝
え
す
る
「
佐
渡
」
は
、

未
来
へ
の
可
能
性
、
そ
こ
に
住
む
人
の
魅
力
に
溢
れ
、
機
関
誌
21
年
目

の
ス
タ
ー
ト
に
エ
ー
ル
を
送
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。（
五
）

最
近
よ
く
聞
く
「
関
係
人
口
」
と
い
う
言
葉
、こ
の
佐
渡
に
も
応
援
団
と

も
い
え
る
関
係
人
口
が
増
え
て
い
る
よ
う
だ
。現
に
取
材
し
た
Ｍ
さ
ん
も

鈴
木
先
生
も
五
十
嵐
先
生
も
佐
渡
の
魅
力
を
熱
く
語
っ
て
い
た
。
文
化
・

歴
史
・
ト
キ
・
海
の
幸
・
ジ
オ
…
。
残
念
な
が
ら
訪
問
で
き
て
い
な
い
の

で
、
次
は
自
分
の
目
で
魅
力
を
確
か
め
て
み
た
い
。（
松
）

大
自
然
に
囲
ま
れ
た
後
志
利
別
川
の
美
利
河
ダ
ム
を
訪
ね
、
ジ
ョ
ー
ジ

初
ダ
ム
カ
レ
ー
を
頂
き
な
が
ら
、
日
本
初
の
長
距
離
魚
道
を
取
材
し
た
。

魚
が
う
ま
く
上
れ
る
よ
う
に
、
魚
道
の
形
に
と
て
も
工
夫
を
凝
ら
し
た

事
が
特
に
印
象
的
だ
っ
た
。
大
規
模
な
構
造
物
を
建
て
る
時
に
、
こ
の

よ
う
に
自
然
環
境
に
対
し
て
配
慮
し
て
欲
し
い
と
強
く
感
じ
た
。（
Ｆ
Ｇ
）

ト
キ
を
取
材
す
る
中
で
、
手
間
の
か
か
る
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
に
楽
し
み

な
が
ら
取
り
組
ん
で
い
る
齋
藤
さ
ん
の
姿
が
、
と
て
も
印
象
的
だ
っ
た
。

ヒ
ト
と
ト
キ
が
共
生
す
る
た
め
に
工
夫
し
な
が
ら
、
固
定
概
念
に
と
ら

わ
れ
ず
、
新
し
い
こ
と
に
も
果
敢
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
考
え
方
。
自
分

も
そ
ん
な
柔
軟
な
考
え
方
が
で
き
る
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
。（
青
）

学
生
時
代
の
歴
史
の
授
業
で
確
か
に
勉
強
し
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の
記

憶
の
ほ
と
ん
ど
を
置
き
去
り
に
し
て
き
た
自
分
に
は
豊
か
な
自
然
も
、

歴
史
も
、
文
化
も
、
と
て
も
新
鮮
に
感
じ
る
事
が
で
き
ま
し
た
。
今
号

は
内
容
が
と
て
も
詰
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
れ
以
上
減
ら
さ
な
い

で
！
と
お
願
い
し
て
し
ま
う
程
に
魅
力
的
な
場
所
で
し
た
。（
飯
）

佐
渡
の
こ
と
は
若
い
時
に
何
度
か
通
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
る
程
度

知
っ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
し
か
し
改
め
て
足
を
運
ん
で
み
る
と
、

記
憶
と
は
ま
っ
た
く
違
う
世
界
だ
っ
た
。
歳
を
重
ね
た
か
ら
か
、
見
方

が
変
わ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
新
し
い
気
づ
き
が
多
い
。
よ
く
知
っ
て
い

た
「
つ
も
り
」
の
場
所
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
深
み
が
増
し
た
。（
力
）

食
事
を
す
る
た
び
に
「
う
ま
い
！
」
と
口
に
出
た
佐
渡
で
の
滞
在
。
深
み

の
あ
る
青
い
海
、
イ
ワ
ナ
が
潜
む
と
い
う
清
冽
な
渓
流
、
天
然
杉
を
巡
っ

た
山
で
聴
い
た
風
の
声
な
ど
、取
材
以
外
で
も
魅
力
を
全
身
で
感
じ
ま
し

た
。
そ
し
て
、な
ん
と
い
っ
て
も
島
の
人
た
ち
が
気
さ
く
で
温
か
い
の
で

す
。
佐
渡
の
旅
、
お
勧
め
し
ま
す
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 「水にかかわる生活意識調査」 ホームページで公開中
 20年以上にわたり、ほぼ同じ内容で日常生活と水とのかかわ
りや意識、水と文化に関する生活意識調査を実施していま
す。結果はすべて公開していますので、ぜひご活用ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第61号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』61号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form61.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：03-3568-4025
メールアドレス：mizubun@mizu.gr.jp



裏表紙上：二代広重が描いた『諸国六十八
景 佐渡金やま』（文久 2 年 ［1862］）。山を切
り崩し、水の力を用いた西三川砂金山の砂金
採取の様子がよくわかる（国立国会図書館蔵）
裏表紙下：宿根木の海に浮かぶ手づくりの
たらい舟。これも佐渡の誇る文化の一つ

（撮影：藤牧徹也）

表紙：佐渡島の中央部に広
がる国中平野を飛ぶトキ。
減農薬や生きものを増や
す試みがトキをよみがえら
せた。佐渡の里山は世界農
業遺産にも指定されている

（撮影：川本聖哉）
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