
　

先
月
号
で
ま
っ
た
く
観
光
化
さ
れ
て
い
な

い
水
車
小
屋
を
紹
介
し
た
が
、
実
際
に
そ
う

し
た
水
車
小
屋
を
見
つ
け
る
の
は
容
易
で
は

な
い
。
そ
こ
で
今
月
は
、
も
と
も
と
水
車
小

屋
が
あ
っ
た
場
所
に
、
町
お
こ
し
等
の
理
由

で
再
建
さ
れ
た
水
車
小
屋
を
紹
介
し
よ
う
と

思
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
生
い
立
ち
の
水
車

小
屋
の
観
賞
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
も
詳
細
に

見
て
ゆ
き
た
い
。

　

徳
島
市
の
八
多
町
に
は
、
現
在
３
棟
の
水

車
小
屋
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
車
小
屋
は
い

ず
れ
も
新
し
い
建
築
な
の
で
、
ぱ
っ
と
見
に

は
和
風
レ
ス
ト
ラ
ン
や
公
園
な
ど
に
あ
る
イ

ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
水
車
の
よ
う
に
見
え
る
。

だ
が
こ
れ
ら
の
水
車
小
屋
は
も
と
も
と
こ
の

場
所
に
あ
っ
た
の
を
再
建
し
た
物
件
な
の

だ
。
実
際
、
内
部
の
石
臼
は
旧
来
の
も
の
が

そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
。
し
が
た
っ
て
、

建
物
の
新
し
さ
や
、
故
意
に
民
芸
風
に
し
つ

ら
え
た
エ
ク
ス
テ
リ
ア
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、

水
車
小
屋
の
本
質
的
な
要
素
に
着
目
す
る
な

ら
ば
、
十
分
に
実
用
水
車
と
し
て
の
評
価
・

観
賞
が
可
能
な
物
件
な
の
で
あ
る
。

　

宝
丈
の
水
車
小
屋
の
写
真
を
見
る
と
、
水

輪(

み
ず
わ)

が
鉄
製
な
の
が
わ
か
る
。
こ
れ

を
ニ
セ
モ
ノ
っ
ぽ
い
と
見
て
は
い
け
な
い
。

木
造
の
水
輪
は
腐
り
や
す
く
定
期
的
に
作
り

替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
軸
も
木
で
あ

れ
ば
軸
受
け
の
摩
擦
も
大
き
く
効
率
が
悪

い
。
ま
っ
た
く
観
光
を
意
識
し
て
い
な
い
水

車
小
屋
は
、
実
は
鉄
製
の
水
輪
で
あ
る
場
合

が
多
い
の
だ
。

　

八
多
川
の
よ
う
な
大
き
め
の
川
に
水
車
小

屋
を
作
る
場
合
、
本
流
に
水
輪
を
掛
け
る
こ

と
は
し
な
い
。
落
差
が
少
な
く
て
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
効
率
的
に
利
用
で
き
な
い
し
、
夕
立

や
台
風
な
ど
で
増
水
し
た
と
き
に
壊
れ
て
し

ま
う
か
ら
だ
。
水
輪
に
掛
け
る
水
量
は
一
定

し
て
い
る
の
が
理
想
だ
か
ら
、
水
車
は
平
坦
地

で
は
用
水
路
に
掛
け
る
し
、
傾
斜
地
で
は
沢
か

ら
樋
で
水
を
引
い
て
掛
け
る
こ
と
が
多
い
。

　

水
車
小
屋
の
建
物
が
新
し
く
な
っ
て
い
て

も
導
水
路
は
本
来
の
構
造
の
ま
ま
残
っ
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
、
導
水
路
の
自
然
さ
は

実
用
水
車
を
見
極
め
る
と
き
の
重
要
な

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

先
月
号
で
は
水
輪
が
失
わ
れ
た
水
車
小
屋

を
紹
介
し
た
が
、
水
輪
だ
け
で
な
く
小
屋
も

ろ
と
も
消
滅
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
う
い
う
場
合
で
も
、
地
元
古
老
の
話

や
痕
跡
か
ら
か
つ
て
の
姿
を
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
次
の
写
真
は
宝
丈
の
水
車
の
下

流
に
あ
る
堰
の
様
子
だ
。
白
線
の
部
分
に
水
車

小
屋
の
基
礎
の
石
垣
が
残
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
八
多
川
に
は
、
現
存
す
る
３
棟
以

外
に
も
多
く
の
水
車
小
屋
が
あ
っ
た
。
市
内

か
ら
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
か
ね
て
、
水
車
小
屋

探
索
に
行
く
の
も
面
白
い
か
も
知
れ
な
い
。
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上勝町福原の清井製材の産業用水車。
これまで水車写真集などで紹介され
たことのない隠れた名品。県内に現
存する水車の中では最も立派なもの
のひとつといっていいだろう。

再
建
さ
れ
た
水
車
小
屋

■宝丈の水車小屋
八多川に残る水車小屋で最も上流にある。水輪(みず
わ)は鉄製で、水の掛け方は水輪の中央の高さから掛け
る「胸掛け」である。
内部には１斗１升、１斗３升の搗き臼があり、９軒の
家が共有していたという。９日間は各家が順番に使用
し、10日目はどの家が「踏んでもよい」ルールだっ
たという。「踏む」というのは、水車で精米等をする
こと。

■神子上の水車小屋
「みこがみの臼場」と呼ばれて
いたという。７軒の家が共有し
ていた。１斗５升の搗き臼１つ。

■庄田の水車小屋
庄田公園の中にある。３水車の
うち、唯一内部が一般公開され
ている。搗き臼 ×２。

鉄
製
の
水
輪
は
本
気
の
証
し

導
水
路
を
チ
ェ
ッ
ク

■堰（せき）
神子上の水車の上流にある堰。
ここから用水に分水して、落差
をかせいでゆく。

■取水部
宝丈の水車の取水部。開閉が可
能になっている。水車小屋への
水路として極めて自然な形態。

痕
跡
を
見
逃
す
な

宝丈の水車の上流には「コナヤ(粉
屋)」という家があって、水車で製
粉業をしていたという。いまその
場所には搗き臼が転がっている。

石舟橋の近くの民家では、庭木の
整枝のおもりとして、杵の先端に
つける「先輪」という部品が使わ
れていた。

宝丈水車の内部を見せてもらっ
た。搗き臼と先輪の様子がよくわ
かる。石製の先輪は八多の水車の
特徴だろうか。精巧な細工だ。


