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佐
渡
の
金
銀
山
史
を
彩
る
人
々

○
山
師
と
は
？

　

古
く
は
御お

大た
い

頭と
う

衆し
ゅ
う（
帯
刀
頭
）
と
呼
ば

れ
、
そ
の
後
、
元
和
年
間
（
１
６
１
５
～

１
６
２
４
）
に
山
仕
・
山
主
、
正
徳
３
年

（
１
７
１
３
）
に
山
師
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

初
期
の
山
師
は
、
一
山
・
一
坑
を
支
配
す
る

鉱
山
経
営
者
で
、
鉱
山
経
営
に
か
か
わ
る

様
々
な
技
術
者
を
従
え
て
お
り
、
相
川
市
街

地
な
ど
に
屋
敷
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の

よ
う
な
山
師
た
ち
は
、
石
見
国
（
現
在
の
島

根
県
）
や
伊
豆
国
（
現
在
の
静
岡
県
）
な
ど

の
様
々
な
地
域
か
ら
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
山

師
の
中
に
は
、
味み

方か
た

但た
じ
ま馬
・
味み

方か
た

与よ

次じ

右う

衛え

門も
ん

な
ど
の
よ
う
に
巨
万
の
富
を
得
て
、
い
く

つ
か
の
地
域
の
鉱
山
を
経
営
す
る
者
も
あ
ら

わ
れ
ま
す
が
、
鉱
山
の
衰
退
に
よ
っ
て
次
第

に
山
師
の
人
数
も
減
り
ま
し
た
。

相
川
金
銀
山
と
相
川
市
街
地
に
残
る 

　
　
　
　
　
　
　
　
山
師
た
ち
の
足
跡

　

江
戸
時
代
か
ら
鉱
山
都
市
と
し
て
発
展
し

て
き
た
相
川
。
そ
の
町
並
み
を
歩
く
と
人
名

の
付
け
ら
れ
た
町
や
坂
が
多
い
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
だ
け
で
も
、
相

川
宗
徳
町
（
田た

中な
か

宗そ
う

徳と
く

）・
相
川
新
五
郎
町

（
豊と
よ

部べ

新し
ん

五ご

郎ろ
う

の
ち
蔵く
ら
ん
ど人
）・
相
川
勘
四
郎
町

（
備び

前ぜ
ん

勘か
ん

四し

郎ろ
う

）・
相
川
庄
右
衛
門
町
（
大お
お

坂さ
か

庄し
ょ
う
う
え
も
ん

右
衛
門
）・
相
川
夕
白
町
（
備び

前ぜ
ん

夕ゆ
う

白は
く

）・

相
川
弥
十
郎
町
（
丹た
ん

波ば

弥や

十
じ
ゅ
う

郎ろ
う

）
な
ど
の

よ
う
に
町
名
と
な
っ
て
い
る
も
の
や
山
師
関せ
き

原は
ら

紋も
ん
べ
え

兵
衛
（
主も
ん
べ
え

兵
衛
と
も
）
の
屋
敷
地
付
近

の
坂
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
と

い
う
紋
兵
衛
坂
が
あ
り
、金
銀
山
繁
栄
の
頃
、

多
く
の
山
師
た
ち
が
住
ん
で
い
た
鉱
山
都
市

相
川
の
特
徴
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

間
歩
と
よ
ば
れ
る
坑
道
に
は
、
開
発
者
の
名

前
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
国
史
跡
と

な
っ
て
い
る
「
宗そ

う

太だ

夫ゆ
う

間ま

歩ぶ

」
を
は
じ
め
、

「
甚じ
ん

五ご

間ま

歩ぶ

」・「
弥や

十
じ
ゅ
う

郎ろ
う

間ま

歩ぶ

」
な
ど
の
間

歩
名
と
し
て
そ
の
名
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

鶴
子
銀
山
の
山
師
秋
田
権
右
衛
門

　

一
方
で
、
相
川
金
銀
山
に
近
い
鶴
子
銀
山

で
も
山
師
の
足
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
戦
国
時
代
末
期
か
ら
の
鶴
子
銀
山
の
シ

ル
バ
ー
ラ
ッ
シ
ュ
に
は
、
銀
を
求
め
て
島
外

か
ら
多
く
の
山
師
た
ち
が
集
ま
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
山
師
た
ち
の

中
に
は
、
相
川
金
銀
山
を
発
見
し
た
渡わ

た

部な
べ

儀ぎ

へ

え
兵
衛
・
三み

浦う
ら

治じ

へ

え
兵
衛
・
渡わ
た

部な
べ

弥や

じ

う

え

も

ん

治
右
衛
門

が
い
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
前
期
に
鶴

子
銀
山
の
屏び
ょ
う
ぶ
さ
わ

風
沢
や
仕し

出で

喜き

沢さ
わ

な
ど
で
採
掘

を
行
っ
た
秋あ
き

田た

権ご
ん

右う

衛え

門も
ん

は
、
西に

し

い

か

り

五
十
里

村
（
現
在
の
沢
根
五
十
里
、
西
野
集
落
付

近
）
を
拠
点
と
し
て
銀
山
を
開
発
し
、
巨
万

の
富
を
得
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
の
西
野
集

落
に
は
、
秋
田
家
の
墓
の
ほ
か
に
、
権
右
衛

門
が
再
興
し
た
吉き
っ

祥
し
ょ
う

寺じ

跡
（
の
ち
に
沢
根

の
長
安
寺
に
合
併
）
や
金き
ん

北ぽ
く

山さ
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
寛
永
年
間
（
１
６
２
４
～

１
６
４
４
）
に
鶴
子
銀
山
の
仕し

出で

喜き

間ま

歩ぶ

で

大
盛
り
を
得
た
秋
田
権
右
衛
門
に
よ
っ
て
始

め
ら
れ
た
と
い
う
金
北
山
神
社
の
例
祭
神
事

に
は
、そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
神
輿
に「
金

銀
山
」「
大
盛
」の
額
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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◆相川新五郎町付近
豊部新五郎が拠点としたことから名付けられた町で、京町
から大工町へ向かう途中にあります。

◆紋兵衛坂
山師の名が付けられた相川羽田町と
相川八百屋町を結ぶ坂。

◆甚五間歩敷内絵図
山師の名が残る間歩の坑内図。左上の坑口からアリの巣のように
坑道が掘られている様子がわかります。

◆金北山神社（沢根五十里）
山師秋田権右衛門の再興によるといわれる神社で、例祭神事では「金銀山」
「大盛り」の額を付けた神輿の渡御が行われます。


