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知
ら
れ
ざ
る

桶
と
樽
の
語
源

　

い
ま
一
般
的
に
桶
、
樽
と
呼
ん
で
い

る
も
の
は
、
正
式
に
は
結ゆ
い
お
け桶
、
結ゆ

い
た
る樽
で

す
。
木
工
技
術
か
ら
見
る
と
結ゆ
い
も
の物

で
す

ね
。
桶
は
、
杉
や
檜ひ
の
きな
ど
の
板
を
縦
に

並
べ
て
底
を
つ
け
、
た
が
で
し
め
た
円

筒
形
の
容
器
。
樽
は
、
同
じ
く
た
が
で

締
め
た
円
筒
状
の
桶
の
形
を
し
て
い
ま

す
が
、
固
定
し
た
蓋ふ
た

が
あ
っ
て
お
酒
や

し
ょ
う
ゆ
な
ど
の
液
体
を
持
ち
運
ぶ
容

器
で
す
。

　

し
か
し
、
桶
と
樽
は
も
と
も
と
別
の

も
の
で
し
た
。

　

ま
ず
桶
で
す
が
、
そ
の
語
源
は
「
お

の
け
」。
苧を

（
麻
）
か
ら
糸
を
つ
く
る
に

は
、
麻
を
し
ご
い
て
出
て
く
る
ふ
わ
ふ

わ
し
た
細
い
繊
維
を
器
に
入
れ
て
、
そ

こ
か
ら
繊
維
を
拾
い
上
げ
な
が
ら
撚
っ

て
糸
に
し
て
い
き
ま
す
。
器
は
笥け

で
す

の
で
「
苧を

を
入
れ
る
笥け

」、
つ
ま
り

「
を
の
け
」
＝
「
お
け
」
で
す
。
た
だ

し
、
そ
の
頃
は
杉
な
ど
の
薄
い
板
を
円

形
・
楕
円
形
に
曲
げ
て
、
桜
や
樺
な
ど

の
皮
で
と
じ
合
わ
せ
て
底
を
取
り
つ
け

た
「
曲
げ
物
」
を
用
い
て
い
ま
し
た
。

曲
げ
物
は
弥
生
時
代
か
ら
あ
る
の
で
、

「
お
け
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
後
世
に

受
け
継
が
れ
た
の
で
す
。

　

桶
と
い
う
と
、
天
の
岩
戸
の
前
で
天
あ
ま
の

鈿う
ず
め
の
み
こ
と

女
命
が
上
に
乗
っ
て
踏
み
と
ど
ろ
か

し
た
話
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
桶
だ
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
当
時
の
「
を
け
」
は

曲
げ
物
で
す
か
ら
乗
っ
た
ら
つ
ぶ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
う
げ
」
と
い

っ
て
刳
り
も
の
、
そ
れ
も
大
き
な
も
の

だ
っ
た
か
ら
で
す
。『
日
本
書
紀
』に
は

「
覆う

げ槽
置ふ

せ
」、『
延
喜
式
』
に
は
「
宇う

気け

槽ふ
ね

」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ら
上
に

乗
っ
て
踏
み
と
ど
ろ
か
せ
れ
ば
反
響
し

て
大
き
な
音
が
出
ま
す
。

　

一
方
の
樽
は
「
も
の
が
垂
れ
る
」
＝

「
垂た

り
」
か
ら
き
て
い
ま
す
。「
注ち

ゅ
う
き器

」

が
語
源
で
す
。
注
器
に
は
木
製
、
土
製
、

金
属
製
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
樽
と
い

う
字
は
木き

偏へ
ん

に
尊た

っ
とい
の
組
み
合
わ
せ
で

す
。「
神
に
捧
げ
る
尊
い
酒
壺
」と
い
う

意
味
で
、
樽
は
「
神
に
捧
げ
る
入
れ
も

の
」
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

じ
わ
じ
わ
広
が
っ
た

日
本
の
桶
と
樽

　

短
冊
状
の
板
を
結
っ
て
つ
く
る
桶
や

樽
が
出
現
し
た
の
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
導
入
期
と
な
る
１
期
は
、
11
世

紀
後
半
か
ら
13
世
紀
。
今
の
福
岡
県
の

博
多
や
箱
崎
、
太
宰
府
な
ど
の
北
部
九

州
か
ら
小
さ
な
結
桶
や
結
樽
が
発
掘
さ

れ
て
い
ま
す
。
中
国
人
が
当
時
た
く
さ

ん
住
ん
で
い
た
地
域
か
ら
発
見
さ
れ
て

い
る
の
で
、
日
宋
貿
易
と
の
関
連
か
ら

大
陸
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
輸
入
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
普
及
期
と
な
る
２
期
は
14
世

紀
。
北
部
九
州
か
ら
佐
賀
や
瀬
戸
内
海

今
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
桶
と
樽
は
か
つ
て
人
の
暮
ら
し
や
産
業
と
密
接
な
関

係
が
あ
っ
た
。
特
に
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
は
日
本
を
支
え
る
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
桶

と
樽
を
、
民
具
と
い
う
観
点
で
は
な
く
、
社
会
経
済
史
か
ら
読
み
解
こ
う
と
、
１
９
８
８
年
２

月
か
ら
有
志
に
よ
る
「
桶
樽
研
究
会
」
を
主
宰
し
、
２
０
０
０
年
に
『
桶
と
樽
―
脇
役
の
日
本

史
』
を
上
梓
し
た
生
活
史
研
究
家
の
小
泉
和
子
さ
ん
に
、
桶
と
樽
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。 

Kazuko Koizumi
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洋画を学び、卒業後は家具製作
会社に入社。1970年に東京大
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り、日本家具・室内意匠史を研究。
工学博士。1971年生活史研究
所を設立。1999年より東京都大
田区の生家を「昭和のくらし博物
館」として公開。『桶と樽――脇役
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和なくらし方』『和家具』『道具が
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水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り

江
戸
時
代
の
日
本
を

支
え
た
桶
と
樽
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方
面
に
広
ま
り
ま
す
。
小
型
の
容
器
の

ほ
か
、
井い

ど戸
側が

わ

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

井
戸
側
は
結
わ
え
る
も
の
で
は
な
い
も

の
の
、
短
冊
状
の
板
を
並
べ
る
の
で
構

造
的
に
似
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
確
立
期
の
３
期
が
15
世
紀
か

ら
16
世
紀
。
関
東
や
甲
信
越
に
も
普
及

し
ま
す
。
容
器
や
井
戸
側
に
加
え
て
、

早
桶
（
注
）
や
便
槽
な
ど
に
も
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
全
国
的
に
展
開
す
る
４
期
が

17
世
紀
か
ら
20
世
紀
前
半
で
す
。
そ
れ

ま
で
は
円
筒
形
が
中
心
で
し
た
が
、
非

円
形
な
ど
異
な
る
形
の
桶
も
出
て
き
ま

す
。
醸
造
用
の
１
０
０
石
ほ
ど
の
大
き

な
桶
な
ど
も
出
現
し
ま
す
。
生
活
用
だ

け
で
な
く
農
業
や
漁
業
、
鉱
工
業
な
ど

に
も
広
く
使
わ
れ
ま
す
。
特
に
江
戸
時

代
は
桶
と
樽
で
世
の
中
が
動
い
て
い
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
桶
と
樽
が
衰
退
す
る
終
末
期
が

５
期
で
す
。
戦
後
、
20
世
紀
後
半
か
ら

は
瓶
を
は
じ
め
と
す
る
工
業
製
品
に
置

き
換
わ
り
ま
し
た
。

普
及
を
促
し
た

商
品
流
通
の
発
達

　

こ
う
し
て
桶
と
樽
の
普
及
を
時
代
ご

と
に
見
て
い
く
と
お
か
し
な
こ
と
に
気

づ
き
ま
せ
ん
か
？ 

曲
げ
物
か
ら
結
桶

に
代
わ
る
時
期
は
15
世
紀
以
降
で
す
。

し
か
し
、
す
で
に
11
世
紀
後
半
に
日
本

人
は
結
桶
を
目
に
し
て
い
る
の
で
、
全

国
に
普
及
す
る
ま
で
数
百
年
か
か
っ
て

い
ま
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

　

当
時
は
洗
濯
し
た
り
も
の
を
入
れ
た

り
す
る
器
は
だ
い
た
い
曲
げ
物
を
、
液

体
に
は
甕か
め

を
用
い
て
い
ま
し
た
。
備
前

な
ど
で
は
大
き
な
甕
を
つ
く
り
、
酒
造

も
貯
蔵
も
そ
れ
を
使
っ
て
い
た
か
ら
窯

業
が
発
達
し
た
の
で
す
。
曲
げ
物
で
は

大
量
に
も
の
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
液
体
は
甕
で
す
が
、
甕
は
重
い

し
割
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
結
桶
に
代
わ

ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
技
術
的
な
問
題

（注）早桶
粗末な棺桶のこと。死者が出たとき、
間に合わせにつくることからそう呼ぶ。

『職人歌合画本（ショクニン ウタアワセ エホン）』（伴信友 写、天保9［1838］）より「結をけ（桶）師」。かつて桶は生活道具だけで
なく、農業や漁業、鉱工業などの産業を支える道具でもあった（国立国会図書館蔵）

『農具便利論（ノウグ ベンリロン）』（大蔵永常 著、横川陶山 画、文政5［1822］)
より「水かき桶」。農夫が天秤棒で水かき桶をかつぎ、畑で水をまく。水かき桶の
底には穴が空いていて、そこから水が滴るようになっている（国立国会図書館蔵)

江戸時代の日本を支えた桶と樽
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と
社
会
経
済
的
な
問
題
の
二
つ
が
あ
っ

た
の
で
す
。

　

も
の
が
発
展
し
て
い
く
過
程
に
は
、

必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
技
術
的
な
問

題
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
木

工
技
術
と
し
て
は
曲
げ
物
も
結
物
も
基

本
的
に
は
同
じ
で
す
。
木
材
を
縦
に
切

っ
て
板
材
を
つ
く
る
場
合
、
木
口
に
鉈な
た

で
衝
撃
を
与
え
て
木
の
導
管
に
沿
っ
て

割
り
裂
い
て
い
く
「
打う
ち
わ
り割
法
」
が
用
い

ら
れ
ま
す
。
細
か
な
点
で
は
多
少
異
な

る
も
の
の
、
技
術
と
し
て
は
ほ
ぼ
共
通

で
す
か
ら
、
結
桶
が
広
ま
ら
な
か
っ
た

の
は
技
術
的
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

15
世
紀
以
降
に
普
及
す
る
の
は
、
流

通
が
盛
ん
に
な
る
と
い
う
社
会
経
済
的

な
変
化
で
し
た
。
室
町
時
代
終
わ
り
か

ら
戦
国
期
、
江
戸
時
代
に
か
け
て
全
国

的
に
商
品
流
通
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
。

戦
国
大
名
は
自
身
の
領
地
を
守
る
た
め
、

そ
の
土
地
を
経
済
的
に
発
展
さ
せ
て
武

器
を
用
意
す
る
た
め
、
木
工
品
や
織
物

な
ど
名
産
品
の
開
発
や
製
造
を
推
奨
し

ま
す
。
塩
漬
け
の
魚
な
ど
筵む
し
ろで
包
め
ば

よ
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の

も
増
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
大

量
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
結
桶
が
必

要
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
カ
ギ
が
酒
造
業

の
発
展
で
す
。
江
戸
と
い
う
一
大
消
費

都
市
が
出
現
し
て
、
先
進
地
の
関
西
地

方
か
ら
多
様
な
物
資
が
膨
大
な
量
、
海

上
輸
送
で
江
戸
に
運
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
最
大
は
酒
で
す
。
酒
の
輸

送
に
も
甕
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

甕
で
は
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
樽
に
代

わ
っ
た
の
で
す
。
桶
の
蓋
が
固
定
さ
れ

て
い
る
の
が
樽
で
す
。
今
で
も
こ
も
か

ぶ
り
と
呼
ば
れ
る
酒
樽
が
残
っ
て
い
ま

す
が
、
樽
を
こ
も
で
巻
け
ば
転
が
せ
ま

す
し
、
パ
ッ
キ
ン
グ
に
も
な
り
ま
す
。

　

そ
の
う
え
、
酒
を
関
西
か
ら
江
戸
ま

で
運
ぶ
間
に
杉
材
の
香
り
が
酒
に
移
る

木き

が香
に
よ
っ
て
味
が
ま
ろ
や
か
に
な
る

と
好
ま
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
商
品
流

通
の
発
達
が
結
桶
と
結
樽
の
発
展
を
促

し
た
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
結
桶
と
結
樽
の
普
及
に

よ
っ
て
16
世
紀
後
半
か
ら
17
世
紀
に
か

け
て
大
甕
は
衰
退
し
ま
す
が
、
一
部
の

窯
業
産
地
は
茶ち
ゃ
と
う陶

へ
と
狙
い
を
変
え
ま

す
。
ま
た
曲
げ
物
は
弁
当
箱
な
ど
の
実

用
的
な
方
向
に
進
み
、
用
途
の
範
囲
は

グ
ッ
と
狭
ま
り
ま
し
た
。

無
駄
の
な
い
江
戸
時
代
の

桶
と
樽
循
環
シ
ス
テ
ム　

　

い
っ
た
ん
広
ま
る
と
、
桶
と
樽
は
暮

ら
し
の
な
か
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
醸

造
業
、
農
業
、
漁
業
、
鉱
工
業
な
ど
あ

ら
ゆ
る
産
業
で
使
わ
れ
ま
し
た
。
早
桶

と
い
っ
て
棺
も
桶
で
し
た
。

　

こ
の
た
め
、
円
筒
形
だ
け
で
な
く
さ

ま
ざ
ま
な
形
が
現
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

佐
賀
平
野
に
は
ク
リ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る

水
路
の
底
に
溜
ま
っ
た
泥
土
を
田
ん
ぼ

に
引
き
上
げ
て
肥
料
に
用
い
る
「
ご
み

く
い
」
と
い
う
伝
統
農
法
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
た
め
に
歪
ん
だ
桶
「
ご
み
く

い
お
け
」
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
鉱
山
で
も
水
を
汲
み
だ
す
た

め
に
桶
は
必
須
の
道
具
で
し
た
。
特
に

佐
渡
金
銀
山
で
は
地
下
水
を
汲
み
上
げ

る
た
め
に
、
桶
の
技
術
を
応
用
し
た
水す
い

上じ
ょ
う
り
ん

輪
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
の

ち
に
川
の
水
を
水
田
に
上
げ
る
た
め
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。（『
水
の
文
化
』
61
号

ｐ
12
参
照
）

　

ま
た
、
桶
と
樽
の
優
れ
た
点
は
、
そ

れ
自
体
が
一
つ
の
大
き
な
産
業
だ
っ
た

こ
と
で
す
。
材
料
と
な
る
杉
を
山
か
ら

出
す
と
き
は
「
樽た
る
ま
る丸

」
と
い
っ
て
あ
る

程
度
の
長
さ
で
伐
り
出
せ
た
の
で
運
び

や
す
か
っ
た
。
そ
れ
に
桶
と
樽
は
修
理

が
で
き
ま
す
か
ら
、
ど
こ
の
村
に
も
桶

職
人
が
何
人
も
い
ま
し
た
。
農
家
や
漁

家
は
桶
を
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
の
で
い

く
つ
も
壊
れ
ま
す
が
、
桶
職
人
が
傷
ん

だ
と
こ
ろ
を
直
し
て
く
れ
る
の
で
長
く

使
え
ま
す
。
ま
た
、
桶
に
も
樽
に
も
漆

を
塗
っ
た
上
等
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た

か
ら
、
桶
職
人
の
な
か
で
も
役
割
分
担

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

樽
の
場
合
は
空
き
樽
を
専
門
に
扱
う

「
空
き
樽
問
屋
」
も
あ
り
ま
し
た
。
空

佐賀平野の泥土引き上げで使われた「ごみくいおけ」。2本の綱を二方向から引っ
張って引き上げる。より多くすくえるように歪んだ形をしている（提供：佐賀県農業試
験研究センター）

田植え前に用水堀の浚渫と泥土の肥料化を図る「ごみくい」の風景。丸太を組んだ
二つの足場の上から「ごみくいおけ」を投げ入れ、田に汲み上げた（提供：佐賀県農
業試験研究センター）

水の文化 63号　特集　桶・樽のモノ語り
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き
樽
問
屋
は
大
規
模
な
も
の
で
、
江
戸

時
代
に
は
使
わ
な
く
な
っ
た
樽
を
拾
っ

て
は
問
屋
に
持
ち
込
む
「
樽
拾
い
」
と

い
う
商
売
が
あ
っ
た
く
ら
い
で
す
。
酒

の
樽
が
し
ょ
う
ゆ
の
樽
と
し
て
再
利
用

さ
れ
る
な
ど
、
無
駄
の
な
い
循
環
シ
ス

テ
ム
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
日
本
ほ
ど
桶
と
樽
が
発
達
し

た
国
は
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
ウ
イ
ス
キ
ー
を
オ
ー
ク
樽
で
つ

く
っ
て
い
ま
し
た
が
、
木
の
産
地
は
主

に
ア
ル
プ
ス
の
北
方
で
、
日
本
ほ
ど
に

は
恵
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本

は
雨
が
多
い
し
気
候
も
温
暖
な
の
で
、

特
に
杉
や
檜
と
い
っ
た
桶
に
適
し
た
木

が
よ
く
育
つ
。
そ
う
い
う
自
然
条
件
に

加
え
て
、
あ
る
一
つ
の
も
の
に
対
し
て

改
良
を
重
ね
て
い
く
日
本
人
独
特
の
も

の
づ
く
り
の
気
質
が
、
桶
と
樽
に
適
し

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

後
戻
り
は
で
き
な
く
て
も

残
し
て
お
き
た
い
も
の

　

と
こ
ろ
が
明
治
時
代
に
ガ
ラ
ス
瓶
な

ど
が
入
っ
て
く
る
と
、
桶
と
樽
は
徐
々

に
置
き
換
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
か
つ
て

の
よ
う
に
、
近
所
に
味
噌
屋
や
し
ょ
う

ゆ
屋
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
が
そ
こ
に
買

い
に
行
っ
た
時
代
な
ら
桶
や
樽
で
よ
か

っ
た
の
で
す
が
、
日
本
が
工
場
制
機
械

工
業
に
シ
フ
ト
し
、
酒
や
し
ょ
う
ゆ
が

瓶
詰
め
で
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

桶
や
樽
は
衰
退
し
ま
す
。

　

ま
た
、
家
庭
に
目
を
転
じ
る
と
、
金

属
製
の
洗
い
桶
「
金か
な
だ
ら
い盥」
が
出
て
き
ま

す
。
桶
に
比
べ
る
と
丈
夫
だ
し
ぬ
る
ぬ

る
も
し
な
い
。
ブ
リ
キ
の
バ
ケ
ツ
も
そ

う
で
す
。
こ
う
し
た
金
属
の
方
が
軽
い

し
扱
い
が
便
利
な
の
で
ど
ん
ど
ん
切
り

替
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
昭
和
30
年
代
ま
で
は
桶
も

残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

を
は
じ
め
と
す
る
合
成
樹
脂
が
登
場
す

る
と
完
全
に
切
り
替
わ
り
ま
し
た
。
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
は
い
く
つ
か
の
問
題
は
あ

り
ま
す
が
、
使
う
側
か
ら
い
え
ば
軽
い

し
、
金
属
ほ
ど
で
は
な
い
け
れ
ど
丈
夫

な
う
え
比
較
的
安
価
で
す
か
ら
ね
。

　

そ
し
て
今
、
液
体
を
入
れ
る
容
器
と

し
て
は
な
ん
と
い
っ
て
も
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
で
し
ょ
う
。
軽
い
う
え
に
持
っ
て
歩

く
際
に
も
危
な
く
な
い
で
す
か
ら
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
素
材
の
工
業
製
品

が
生
ま
れ
て
、
桶
と
樽
の
時
代
は
終
焉

を
迎
え
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
桶
と
樽

を
今
も
使
い
つ
づ
け
て
い
た
ら
、
地
球

温
暖
化
な
ど
気
に
し
な
い
で
済
ん
だ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
で
よ
く
育
つ
杉

や
檜
な
ど
針
葉
樹
だ
か
ら
こ
そ
原
始
的

な
方
法
で
割
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

も
リ
サ
イ
ク
ル
可
能
で
、
当
時
は
需
要

も
エ
ン
ド
レ
ス
で
し
た
か
ら
仕
事
が
途

切
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
が
桶
と
樽
を
調
べ
は
じ
め
た
こ
ろ
、

佐
渡
に
行
く
と
生
活
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が

桶
で
し
た
。
今
も
た
ら
い
舟
が
残
っ
て

い
ま
す
が
、
あ
れ
も
桶
の
応
用
で
す
ね
。

　

と
は
い
え
、
今
か
ら
桶
と
樽
に
戻
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の

時
代
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の
時
代
に
あ

る
技
術
が
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
の

で
す
。
合
成
樹
脂
は
原
料
が
石
油
と
い

う
点
は
気
が
か
り
で
す
が
、
人
間
が
発

明
し
た
大
変
賢
い
技
術
で
す
。

　

し
か
し
今
、
あ
え
て
望
む
な
ら
ば
、

か
つ
て
集
落
単
位
で
桶
職
人
が
活
躍
し

て
い
た
よ
う
に
、
今
後
は
地
域
に
根
づ

い
て
、
小
さ
な
規
模
で
も
で
き
る
手
仕

事
が
残
る
よ
う
に
し
て
お
く
べ
き
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ニ
ー
ト
や
中
高
年
の
引
き
こ
も
り
が

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
彼
女

ら
は
会
社
な
ど
の
組
織
に
入
り
そ
の
一

員
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
苦
手
な
タ

イ
プ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実

は
そ
う
い
う
人
は
昔
か
ら
い
た
け
れ
ど
、

手
に
職
を
つ
け
て
独
立
し
た
り
、
小
さ

な
店
を
出
し
た
り
し
て
ど
う
に
か
生
き

て
き
た
。
そ
れ
が
今
は
全
員
が
一
つ
の

方
向
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
生
き
づ

ら
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

桶
と
樽
の
歴
史
と
現
在
の
社
会
情
勢
を

す
り
合
わ
せ
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
も
考

え
て
し
ま
い
ま
す
。

（
２
０
１
９
年
９
月
11
日
取
材
）

江戸時代の日本を支えた桶と樽

【概論】

かつて北前船で用いられた「水樽（みずだる）」。航海中の水は貴重なため、船乗り
は個々に小型の水樽も携えていたという（佐渡国小木民俗博物館蔵）

長細い水上輪（上段）とさまざまな大きさの桶類。いずれもかつて佐渡で用いられた
もの。水上輪は佐渡金銀山で開発されたが、その後は農業でも使われた（佐渡国小
木民俗博物館蔵）


