
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
。
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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
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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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