
1雨水を貯めるためのイズミ　2三好さんから「平井井戸」の説明を受ける。
伊吹島では、家庭用のイズミ以外に、共同の天水井戸もあった　3「平井井戸」
の水汲みの様子。水が足りない家は、朝から天秤棒を担いでここに水を汲みに
来ており、大層賑わっていた　4給水船が来るようになってからは、水は切符
制で販売されるようになった　5屋根からイズミに長く伸びた雨どい。イズミ
の奥にあるのが使用後の水を貯めておく「水つぼ」　6伊吹島の家々に残るイ
ズミ。今は使われていないが、島を歩けば今もあちこちで見られる
※34写真提供／伊吹島民俗資料館

　伊吹島の暮らしか
ら、“水の大切さ”を改
めて感じることができ
ました。今、水道をひねると水が出て、何も気にせず使
える。それが当たり前じゃないところや時代があったこ
とを知ることはとても大事なことだと思い、今の暮らし
に感謝すべきだと思いました。だから今の瀬戸内海の
状況と先人たちの知恵を知り、またそれを次の世代へと
つなげ、美しい里海をこれからも守っていくにはどうす
ればよいかを考えなければならないと思いました。

　イリコの名産地として知られる観音寺市の伊吹島。ところが、この
日見たのはイリコではなく井戸。この島では井戸のことを“イズミ”と
呼びます。伊吹島は周囲を海に囲まれ、火山岩の固い地質から成るた
め、地下水を得ることができません。そのため、古くから島の人たちは
雨水を貯める天水井戸を掘り、水を得てきました。水道もなく雨水に
頼る暮らしとは一体どういうものだったのか。名人の三好兼光さんは、
民家の間を縫うような島の細道を、わが庭のように案内しながら語っ
てくれました。若者の島離れや漁業の先細りなど、課題はありますが、
「島にはまだまだ力はある」と名人。先人の知恵が残る島だからこそ、
その歴史に未来へのヒントが隠されているのでしょう。
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伊
吹
島
に
来
れ
ば
、

水
の
大
切
さ
が
わ
か
る
。

三
好
さ
ん
か
ら
受
け
取
っ
た
言
葉

│
│
僕
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
水
道
が
あ
る

の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
け
ど
、
伊
吹
島
で
は
雨

水
さ
え
も
貴
重
で
、
何
回
も
利
用
し
た
り
、
井

戸
を
た
く
さ
ん
つ
く
っ
た
り
し
て
、
苦
労
し
て

い
た
そ
う
で
す
ね
。
　

　
お
れ
た
ち
は
小
さ
い
頃
か
ら
「
水
を
大
事
に

し
ろ
」
と
言
わ
れ
て
て
、
水
を
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ

使
い
よ
っ
た
ら
怒
ら
れ
よ
っ
た
や
ん
ね
。「
水

は
捨
て
た
ら
あ
か
ん
」
ゆ
う
て
ね
。
顔
を
洗
っ

た
後
の
水
を
捨
て
て
も
怒
ら
れ
る
。「
こ
っ
ち

の
貯
め
る
と
こ
に
ち
ゃ
ん
と
入
れ
と
け
」
ゆ
う

て
。
顔
を
洗
っ
た
水
や
米
の
と
ぎ
汁
は
〝
水
つ

ぼ
〞
に
貯
め
て
、
畑
の
水
や
り
な
ん
か
に
使
う

ん
よ
。
そ
し
て
最
後
は
下
肥
と
混
ぜ
て
畑
に
ま

く
ん
や
。
昔
は
同
じ
水
を
３
回
も
使
わ
な
い
と

い
け
な
か
っ
た
。

　
お
風
呂
で
も
、
昔
は
網
元
や
大
き
な
家
し
か

な
か
っ
た
か
ら
、〝
炊
き
も
ん
〞
ゆ
う
て
山
で

た
き
木
を
刈
っ
て
お
い
て
、
そ
れ
を
持
っ
て
お

た
ち
が
ど
う
い
う
風
に
し
て
き
た
か
、
苦
労
し

て
き
た
か
い
う
こ
と
。
水
を
大
切
に
、
と
よ
く

言
わ
れ
る
け
れ
ど
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
で
水
に

苦
労
し
て
き
た
と
こ
、
た
く
さ
ん
あ
る
ん
よ
。

　
一
滴
の
水
が
山
に
降
り
、
そ
こ
か
ら
ち
ょ
ろ

ち
ょ
ろ
出
て
き
た
の
が
瀬
戸
内
海
に
流
れ
込
ん

で
、
そ
の
恩
恵
を
伊
吹
島
は
受
け
と
ん
や
。
山

か
ら
流
れ
て
き
た
栄
養
分
が
こ
の
海
域
の
藻
を

育
て
た
り
、
稚
魚
を
育
て
る
や
ん
ね
。
こ
の
辺

り
で
は
、
反
時
計
回
り
の
潮
流
が
流
れ
て
い

て
、
河
川
か
ら
流
れ
て
き
た
栄
養
分
を
適
度
に

混
ぜ
て
く
れ
る
ん
よ
。
伊
吹
島
の
周
り
に
恵
ま

れ
た
漁
場
が
あ
る
の
は
、
そ
の
栄
養
を
求
め
て

魚
が
寄
っ
て
く
る
か
ら
。
こ
の
漁
場
を
次
の
世

代
に
い
い
状
態
で
残
し
て
い
く
の
は
と
っ
て
も

大
事
な
こ
と
や
ん
ね
。
自
分
た
ち
の
生
活
の
こ

と
だ
け
や
な
く
て
、
次
の
世
代
の
こ
と
も
考
え

て
動
く
こ
と
は
、
今
生
き
て
い
る
人
た
ち
の
責

務
や
と
思
う
ん
や
け
ど
ね
。

風
呂
を
借
り
に
行
く
ん
よ
。
今
は
水
道
が
あ
る

か
ら
有
難
い
け
ど
な
。
で
も
、
水
道
の
蛇
口
ひ

ね
っ
て
、
使
っ
た
後
の
水
が
下
水
道
へ
行
く
こ

と
は
皆
知
っ
と
る
け
ど
、
そ
れ
か
ら
先
の
こ
と

は
わ
か
っ
て
な
い
や
ん
ね
。

　
香
川
県
は
そ
も
そ
も
水
が
少
な
い
県
だ
か
ら

ね
。
そ
れ
で
も
、
伊
吹
島
に
住
ん
で
て
、
夏
場

に
対
岸
の
観
音
寺
へ
行
く
と
、
農
業
用
水
が

あ
っ
て
、
稲
穂
が
出
て
、
風
が
そ
よ
い
で
る
。

あ
あ
、
こ
の
景
色
っ
て
い
い
な
ぁ
ゆ
う
か
な
。

住
ん
で
い
る
人
に
は
当
た
り
前
か
も
し
れ
ん
け

ど
、
伊
吹
島
に
は
そ
も
そ
も
田
ん
ぼ
が
な
い
か

ら
、
本
当
に
美
し
い
な
ぁ
っ
て
感
動
し
た
も
ん

で
す
。
い
つ
も
と
違
う
場
所
へ
行
っ
て
み
る

と
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
所
の
良
さ
と
か
悪
さ

と
か
見
え
て
く
る
や
ん
ね
。
だ
か
ら
伊
吹
島
に

来
る
と
、
水
の
大
切
さ
が
わ
か
る
ん
ち
ゃ
う
か

な
。
水
に
関
し
て
は
伊
吹
島
は
苦
労
し
て
る
と

こ
ろ
や
か
ら
ね
。

│
│
伊
吹
島
を
案
内
し
て
も
ら
っ
て
、
た
く
さ

ん
イ
ズ
ミ
（
井
戸
）
が
あ
っ
た
り
、
雨
水
を
貯

め
る
た
め
に
雨
ど
い
を
無
理
や
り
つ
な
げ
た
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
驚
き
ま
し

た
。

　
伊
吹
島
の
歴
史
や
暮
ら
し
を
展
示
し
た
民

俗
資
料
館
へ
行
っ
た
や
ろ
。
水
や
電
気
と
い
っ

た
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
整
備
、
島
の
防
火
対
策
な

ど
、
昔
の
人
た
ち
が
苦
労
し
た
跡
を
追
っ
て
い

く
と
、
先
人
た
ち
が
当
時
の
最
先
端
を
駆
使
し

て
必
死
で
工
夫
し
て
き
た
の
が
わ
か
る
。
今
み

た
い
に
ハ
イ
テ
ク
は
な
い
け
ど
。
今
で
も
大
地

震
が
き
た
ら
、
何
日
間
は
電
気
や
水
道
が
な
く

な
る
と
き
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
、
一
番
最
初

に
生
き
延
び
る
術
を
教
え
て
く
れ
る
の
は
先
人

伊吹島の“イズミ”の達人

伊
吹
島
の〝
イ
ズ
ミ
〞の
達
人
　
三
好
兼
光
さ
ん（
観
音
寺
市
）

三
み

好
よし

兼
かね

光
みつ

さん
（昭和26年生まれ・64歳）

安
あん

藤
どう

優
ゆう

輝
き

さん
（香川高専詫間キャンパス4年）

参加者の感想

コーディネーターより


