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水
つ
き

とら‘

写真上／ll{j手1128年夏、綺田欲満寺周辺。復旧作

業に汗を流す人々。写真左／30年後、 II肌1158年

夏の同地、天神川堤防より南を望む。

詩は当時上狛小学校 2年星糾、田中あけみ（現

榊原lリl炎）さんの作品。
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「おそろしい雨」

あのときの小学生は
父となり母となった

上狛校4年 國吉基史

私の家のある所は北河原では高い方でしたか

ら、その日椿井の谷川が危ないのでこっちへ水

がついてきたら低い所の人を避難させてほしい

という連絡がありました。そのしばらくあとに

堤防がめくれるようにバサバサーと切れて、鳴

子JI［の水が上からまともにものすごい勢いで流

れ込んできたんです。薄暗がりの中で「助けて

くれ一つ」という声が尾を引いてそのまま消え

ていったのが今でも耳から離れません。

庭の松の木は私の命の恩人です。この木に引

っかかったおかげで助かったんです。大事にせ

ないかんと思てます。

ゅうべから、たいへんおそろし勢で、降った

雨が、上から下へと神童子のおくの、三上1.l.Iの

方から根のままの木がどんどん流れてきて、ダ

ムにつきあたり、ダムはこわれて一度にぼく達

の家の上の、 I!(j子川に一ぱいになって、川のて

いぼうがされ、ぼくたちの方へ水が米た。ぼく

の家へはうらぐちからうずをまいて人ってきた。

パリパリ、メリメリ、 ゴーゴーと・・・・・・ガラスの

われる音や戸のひきちぎれて流れる音、ものす

ごい水の音、「さあっ、みんなしっかりと j とお

母さんが、いわれると一所に、うわ Lさと、た

たみと、ゆか板とまくれ上り、それと一所に、

西がわのはなれの近くまで流されて出ました。

ぼくは、はなれのざしきへとんで上りました。

けれどもみんなはきません。 「お1§いちゃんもこ

こへおいで」とぼくは、さけびました。 「いこ

うと息ってもいけないっ」とお母さんがさけび

ました。水の深さは、もうすこしでせをこえま

す。ぼくは、む巾で、お母さんの所へ近よると、

また流されて、ようやく庭ささの木でとまりま

した。お母さんは、り唐をむいては流されるっ」

といわれるのでせんど束をむいてし、ましたが、

かぼちゃれの所まで、また流されていきました。

するとかぼちゃのつるで、うつちゃみにかかっ

たようになりましたが、それも助かり、水と反

対に一生けんめいに、にげま Lた。そして井戸

へいって、いづつにくらいついていました。 1財

を兄ると、どうじに、はなれが流れていきまし

た。だんだん足もとの、水もすくなくなりまし

た。む中でせんろへにげました。あの時のおそ

ろしかったことは、今も !elの前にうかんでなり

ません。

「水害の朝」枷窪校3年 木村一皇 「水害」 上狛校4年 西芥明美

8月151こ1の夜あけ方のこと、ほ'

くがねていると、お母さんがiclを
たたいておこしてくれました。 1ま

くはとび起きてにわに下りた。も

う屯とうはさえていた。ろうそく

を立ててみんなにわにおりた。げ

たも足つぎも皆ういている。外に

出るとかどは一ぱいの水である。

そのIiifのI:I9こ介をこぼってあった

ので、その上にのぼった。水はど

んどんとふえてくる。

水にまじって大きいざい木も小

さなさ＇い木もた（さん流れていく。

どうなっていくのだろう。ぼくは

おかあさんにしがみついた。

その時、大きな音を立てて、い

んきょのほんやがこけました。つ

ぎにぼくの前のはなれがこけまし

た。つき＇にし、んきょの小屎がパリ

バリと•；；；-をたててこけました°つ

づいてぼくのほんやがこけました。

又米介がと思う 1/i]に物すこゃい音と

子どものころは天神Jllでよく泳

いだものです。天井川のこわさは

あの水害ではじめて知りました。

なにせ雨はよく降りました、恐ろ

しいほどに。うちの家も流れたと

いうよりもつぶれたというほうが

あたっています。
昔のことを思えば、今は河川も

ずいぶん整備されたものです。そ

のころは木津川も今よりウンと水

量が多く、増水したときは国道か

ら手が洗えたくらいです．そんな

もんだから、天井川もあそこまで

高くせざるを得なかったんでしょ

うね．

，
 

ーしょに小I£もこけ、竹やぶが流

れて来ました。すると足もとの水

が少しひきました。

みんなはずぶぬれで、カチカチ

ふるえていました。ねまさもぼろ

ぼろのどろどろになりました。ぼ

くは兄ちゃんにおうてもらって、

お'fiさんまでつれてもらいました。

その時、山口の方ですなけむりが

あがってゴーとものすこ：い音がし

ました。
「あこもあかんなあ。」

と思いました。それから村の人が

にぎりめしをしてもって来て下さ

いました。いつの間にかおひるに

なってし、ました。

今は方々から柑る物をいただい

たので、それを行て学／1］品も色々

いただいたのを使って、しんるい

の家から元気よく学校へ来ていま E 

す。ほんとうにうれしいと忠いま
す。 I 5時3(Y,,J-ごろラッパをふきにこ

られました。私はこわいのでお父

さんにだきつきに行きました。火

事かと思ってお父さんにたずねる

と、「大水」と、いわれました。

大ぜいの人が逍へ出てやかまし

くいっておられたので、私はいも

うとと外へ出て行くとた〈さんの

人が染まって話をしておられまし

た。私は、玉水・北河厭．棚介の

人はどうしておられるかなと、思っ

ていました。

トラックや自転車力咋l逍を玉水

の方へ走っていました。見に行っ

たり,J,ilったりする人で1国l逆はたい

へんにぎやかです。北河原まで見

に行くと、たたみ•おひつ・ます・

材木ゃいろいろな物が流れていま

家が上狛だったおか
げでたいした被害もな

くすんだんですが、あ

とから被害の大きさを

知ってピックリしまし
た。棚倉にあったおし・

の家では不幸がありま

して、母はそちらの方
へいったおり、ずいぶ

んとむごたらしい光景

を見たらしいです。娘
の私にはあえてその話

は避けていたようです
けど。木津川が流木で

いつばいになり、ずっ
と後まで何年も河原に

残っていたものもあっ

たように記憶していま

す。

（現姓曽根）

した。

ラジオで昼のニュースをさくと

和束と大河厭も大水になったとい

われたのでびっくりしました。 111

束はたいへんきついといわれまし

た。午後3時ごろこちらへくると

いわれたのでうらの川へ見に行く

と水が中学校の所まできていまし

た。
あとでお母さんが棚介のしんせ

きの家へいってこられるとその家

はぶじでしたが、玉水のしんせき

が2けんとも流れてお母さんと子

供 2人がなくなっていることがわ

かりました。

大水はほんとうにおそろしいで

す。

（敬称略、作文は原文のまま）



福
地
あ
の
日
、
北
平
尾
で
は
精
盛
踊
を
し
て
た
ん

で
す
、
1

咀
伎
呻
吐
（
涌
出
宮
）
で
。
夕
方
か
ら
の
お

く
り
雨
の
中
で
で
す
け
ど
な
ん
と
か
踊
は
で
き
た
ん

で
す
。
十
時
ぐ
ら
い
か
ら
そ
の
雨
が
き
つ
う
な
っ
て

で
け
ん
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
な
。

町
長
あ
の
水
害
は
十
五
日
の
夜
明
け
の
で
き
ご
と

で
す
が
、
雨
は
十
四
日
の
晩
か
ら
朝
に
か
け
て
降
っ

て
た
わ
け
で
す
な
。

福
地
近
所
の
娘
さ
ん
が
「
オ
ッ
ち
ゃ
ん
、
不
動
川

が
切
れ
て
ん
、
逃
げ
て
き
て
ん
」
い
う
て
私
の
家
に

飛
ひ
込
ん
で
き
ま
し
て
、
私
は
最
初
信
じ
ら
れ
へ
ん

か
っ
て
ん
け
ど
、
外
へ
出
て
み
た
ら
そ
の
と
き
は
も

う
ザ
ン
ザ
ン
降
り
の
大
雨
で
す
。

矢
嶋
う
ち
ら
の
方
（
北
河
原
）
で
は
消
防
の
人
が

宵
か
ら
早
い
め
に
夜
ま
わ
り
し
て
く
れ
て
は
り
ま
し

て
、
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

福
地
決
壊
の
現
場
へ
ゆ
こ
う
と
飛
び
出
し
た
ら
、

今
の
か
じ
や
さ
ん
の
と
こ
ろ
か
ら
も
う
一
面
水
が

つ
い
て
い
ま
し
た
。
ほ
ん
で
、
ま
た
元
へ
戻
っ
て
と

に
か
く
駅
へ
出
よ
う
と
宮
さ
ん
（
涌
出
宮
）
を
抜
け

た
ら
、
中
で
ざ
わ
ざ
わ
声
が
し
て
ま
し
た
わ
。
今
か

ら
思
え
ば
避
難
し
て
た
人
の
話
し
声
や
っ
た
ん
で
す

な。
と
も
か
く
、
木
池
（
木
津
土
木
事
務
所
）
へ
述
絡

せ
な
い
か
ん
と
思
て
、
中
谷
さ
ん
（
中
谷
連
送
店
、

棚
倉
駅
前
）
と
こ
で
俎
話
借
り
よ
思
た
ら
、
こ
れ
が

不
通
で
す
わ
。
ふ
と
わ
き
を
見
た
ら
線
路
は
水
び
た

し
で
す
。
こ
れ
は
え
ら
い
こ
と
や
と
思
て
さ
ら
に
ガ

ー
ド
沿
い
に
ゆ
く
と
そ
こ
も
水
で
す
。
ダ
ー
ツ
と
線

路
づ
た
い
に
イ
ナ
リ
山
の
方
へ
ゆ
く
と
、
叫
子
川
も

え
ら
い
こ
と
や
／
．
川
が
切
れ
た

交
通
・
通
信
も
大
混
乱

不動）Il決壊により埋没した国鉄（南河原周辺）

f0 



土砂で埋まった国鉄不動川トンネル

福地耕太郎（ふくちこうたろう）

元山城町助役。災害当時は棚倉

村役場書記。復旧工事完成までの

粉骨砕身の1動きぶりは今では語り

草になっている。現町選管委員長。

明治42年9月3日生まれ、 73歳。

切
れ
て
い
て
、
線
路
は
ぶ
ら
ん
ぶ
ら
ん
で
す
。
そ
れ

で
、
元
き
た
道
を
戻
る
と
、
不
動
川
の
ト
ン
ネ
ル
が

つ
ぶ
れ
て
人
家
の
軒
先
ま
で
砂
に
埋
も
れ
て
い
る
の

が
見
え
ま
し
た
。
と
も
か
く
役
場
へ
ゆ
こ
う
と
す
る

途
中
、
郵
便
局
で
や
っ
と
木
津
に
連
絡
と
る
こ
と
が

で
き
ま
し
て
ん
。

ト
ン
ネ
ル
こ
え
て
綺
田
へ
ゆ
く
と
、
綺
田
は
両
方

か
ら
川
切
れ
て
そ
ら
、
え
ら
い
こ
っ
ち
ゃ
、
役
場
へ

は
着
い
た
も
の
の
、
ワ
シ
と
西
岡
さ
ん
（
棚
倉
村
役

場
職
員
）
の
二
人
し
か
き
や
へ
ん
。
木
津
に
は
連
絡

つ
い
た
も
の
の
、
そ
こ
か
ら
で
は
北
の
方
、
府
庁
に

は
電
話
通
じ
ひ
ん
ゆ
う
こ
と
で
、
警
察
の
無
線
を
使

て
、
や
っ
と
府
庁
に
災
害
を
報
告
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
て
ん
、
三

0
分
も
し
た
ら
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
が
来

ま
し
た
わ
。

村
田
そ
の
日
は
、
十
時
ご
ろ
役
場
（
上
狛
町
役
場
）

に
詰
め
て
ま
し
た
ら
、
贅
察
か
ら
の
電
話
で
、
棚
倉

ほ
う
、
当
時
は
木
津
川
も
ダ
ム
（
高
山
ダ
ム

木
津
川
や
な
い
、
上
や
／
．
天
井
川
や

早
く
逃
げ
ろ

の
山
口
で
山
く
ず
れ
の
危
険
が
あ
る
の
で
避
難
す
る

よ
う
述
絡
し
て
く
れ
と
い
わ
れ
ま
し
て
、
そ
の
時
分

単
車
に
の
れ
る
の
は
ワ
シ
だ
け
で
し
て
、
府
逍
は
そ

の
と
き
も
う
通
れ
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
国
道
を
走

っ
て
山
口
へ
向
か
い
ま
し
た
。
途
中
か
ら
水
び
た
し

で
単
車
ほ
っ
と
い
て
、
泳
い
で
む
こ
う
へ
渡
ろ
う
と

し
た
ら
流
木
に
足
と
ら
れ
て
ザ
ー
ツ
と
押
し
流
さ
れ

ま
し
て
ん
、
午
前
四
時
ぐ
ら
い
で
し
た
か
な
。
そ
の

途
中
、
二
時
か
ら
三
時
で
し
た
か
、
北
河
原
の
む
こ

う
は
川
が
切
れ
て
し
も
て
家
あ
ら
へ
ん
、
山
口
へ
ゆ

け
い
う
命
令
や
け
ど
、
い
か
れ
へ
ん

C

な
ん
と
か
、

そ
れ
も
泳
い
で
た
ど
り
つ
い
た
ら
家
あ
ら
へ
ん
。
水

で
ズ
ク
ズ
ク
に
な
っ
て
役
場
へ
怖
っ
た
ら
団
長
が
、

「
ど
こ
い
っ
て
き
た
ん
や
」
い
う
さ
か
い
、
こ
れ
こ
れ

こ
う
や
い
う
た
ら
ビ
ッ
ク
リ
仰
天
で
す
わ
。

町
長
当
時
昭
和
二
八
年
は
ま
だ
合
併
前
で
上
狛

町
、
高
麗
村
、
棚
倉
村
の
三
町
村
や
っ
た
時
代
で
、

村
田
さ
ん
も
当
時
は
上
狛
町
の
消
防
団
や
っ
た
わ
け

で
す
ね
。
山
口
は
旧
棚
倉
村
で
す
か
ら
、
そ
の
と
き

は
近
隣
の
町
村
に
も
出
動
せ
い
と
い
う
指
令
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
ね
。

村
田
そ
れ
は
臀
察
か
ら
の
指
令
や
っ
た
ん
で
す
。

上
狛
で
も
南
部
の
人
は
避
難
せ
い
と
い
う
命
令
が
で

て
い
ま
し
た
。
磁
へ
逃
げ
た
人
、
宮
さ
ん
へ
逃
げ
た

人
、
林
の
お
寺
へ
逃
げ
た
人
と
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
け
ど
。

努
察
か
ら
の
述
絡
で
和
束
が
や
ら
れ
て
る
い
う
こ

と
で
し
た
ん
で
、
ど
の
く
ら
い
の
水
つ
き
か
加
茂
ヘ

ゆ
く
逍
を
み
に
い
っ
た
ん
で
す
が
、
今
の
し
尿
処
理

場
、
一
本
松
の
と
こ
か
ら
む
こ
う
は
水
つ
い
て
て
い

け
し
ま
へ
ん
。
そ
の
く
ら
い
水
か
さ
が
崩
え
て
た
ん

で
す
。

町
長

福
地
役
場
か
て
ワ
シ
と
西
岡
さ
ん
の
二
人
だ
け
や
。

消
防
団
か
て
、
平
尾
は
平
尾
だ
け
、
北
河
原
は
北
河

原
だ
け
い
う
具
合
に
、
め
い
め
い
自
分
と
こ
だ
け
大

災
害
や
思
と
る
。
役
場
へ
来
る
道
は
ど
こ
も
き
ら
れ

へ
ん
、
地
区
ご
と
に
孤
立
し
と
る
わ
け
や
。
そ
ん
な

も
ん
や
さ
か
い
、
消
防
団
も
統
一
し
た
指
揮
は
と
れ

ま
せ
ん
で
し
た
な
。
ま
あ
、
今
で
は
想
像
も
つ
か
ん

よ
う
な
事
件
や
っ
た
の
は
確
か
や
。
後
か
ら
の
教
訓

で
す
が
、
交
通
・
通
信
の
整
備
は
な
に
を
さ
て
お
い

て
も
考
え
ね
ば
な
ら
ん
問
題
で
す
な
。

村
田
そ
う
や
、
通
信
が
一
番
大
事
や
な
。

矢
嶋
う
ち
ら
の
方
で
は
警
察
か
ら
の
避
難
命
令
が

き
た
ん
は
午
前
三
時
ぐ
ら
い
や
っ
た
と
記
憶
し
て
い

ま
す
。
ほ
ん
ま
に
、
よ
う
あ
の
と
き
逃
げ
よ
う
、
い

う
て
き
て
く
れ
は
っ
た
。

な
い
じ
ぶ
ん
や
し
、
土
流
が
大
雨
や
っ
た
ら
そ
の
ま

ま
削
水
し
て
た
ん
で
す
ね
。
な
る
ほ
ど
、
木
津
川
の

堤
防
が
切
れ
た
ら
危
い
と
い
う
こ
と
で
上
狛
に
避
難

＾
閃
＂
が
で
て
い
た
ん
で
す
な
。

矢
嶋
う
ち
ら
も
最
初
は
＂
木
津
川
も
う
て
た
ん
で
す
。

町
今
日
び
、
大
雨
が
降
っ
て
も
我
々
は
木
沖
川

が
危
い
ち
ゅ
う
こ
と
は
え
ろ
う
考
え
ま
せ
ん
わ
な
。

村田昌三（むらたしょうぞう）

災害当時、上狛町消防団副団長。

警察の補助員も兼任、救助・災害

復旧活動に東奔西走した。本業は

上狛で米穀商を営んでおられる。 2

大正4年8月14日生まれ、 67歳。

今も木津川に残る28災で
流された旧泉大橋の楚石

内
水
で
水
た
ま
る
さ
か
い
、
樋
門
の
守
り
を
し
と
っ

て
門
を
開
く
の
は
い
つ
が
一
番
い
い
か
い
う
こ
と
ぐ

ら
い
し
か
考
え
ま
せ
ん
ね
。
「
木
津
川
が
切
れ
た
ら
」

い
う
こ
と
が
一
番
こ
わ
か
っ
た
わ
け
や
。
実
際
は
、

あ
の
と
き
の
被
害
は
天
井
川
を
上
か
ら
降
っ
て
き
た

土
砂
流
、
鉄
砲
水
に
よ
る
も
の
で
し
た
け
ど
ね
。

村
田
泉
大
橋
は
流
さ
れ
ま
し
た
け
ど
な
。

矢
嶋
男
は
あ
の
と
き
み
な
動
貝
で
で
て
く
れ
い
う

こ
と
で
し
た
ん
や
わ
。
う
ち
は
主
人
が
仕
事
で
し
た

し
、
家
の
中
は
女
ば
か
り
で
し
た
。
「
水
い
っ
ぱ
い
や
、

ff 



矢嶋喜久子（やしまきくこ）

災害後、開かれた高麗村臨時保

育所で子どもたちの面倒をみる。

災害当時、矢嶋さんは町に来たば

かり、その日ご主人は出張中だった。

昭和6年10月19日生まれ、 51歳。

用
意
し
と
け
や
」
と
外
か
ら
い
う
て
く
れ
は
り
ま
し

て
、
飛
び
起
き
て
国
鉄
の
線
路
っ
た
い
に
近
所
を
さ

そ
て
高
い
所
へ
逃
げ
た
ん
で
す
。

町
長
木
津
川
が
危
い
い
う
こ
と
で
で
す
か
。

羞
い
や
、
逃
げ
よ
う
い
う
て
き
て
く
れ
は
っ
た

と
き
は
、
も
う
上
（
叫
子
川
）
が
切
れ
て
た
ん
で
す
。

「
上
が
切
れ
た
」
い
う
て
き
て
く
れ
は
っ
た
ん
で
す
。

は
じ
め
は
木
津
川
で
し
た
ん
で
す
け
ど
ね
。

町
長
嗚
子
川
が
切
れ
た
か
ら
は
よ
逃
げ
よ
う
い
う

こ
と
や
っ
た
ん
で
す
ね
。

矢
嶋
逃
げ
た
1
は
二
時
か
、
三
時
ご
ろ
や
っ
た
と

思
い
ま
す
ね
ん
。
四
時
ご
ろ
に
は
も
う
ボ
ッ
と
明
る

く
な
っ
て
ま
し
た
か
ら
、
線
路
か
ら
下
を
見
て
ま
し

町
長
矢
嶋
さ
ん
と
こ
は
叫
子
川
の
、
福
地
さ
ん
と

こ
は
不
動
川
の
沿
線
や
っ
た
わ
け
や
。

福
地
棚
倉
で
残
っ
た
ん
は
ワ
シ
と
こ
の
中
垣
内
と

町
長
は
ん
と
こ
の
渋
川
の
ま
わ
り
だ
け
や
。
後
は
全

部
い
か
れ
た
。

町
長
天
神
川
の
決
壊
箇
所
を
み
て
わ
か
っ
た
こ
と

で
す
が
、
南
側
が
切
れ
て
ま
す
ね
。
堤
防
は
水
の
あ

た
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
ふ
と
こ
ろ
か
ら
切
れ

る
と
い
う
の
が
あ
の
と
き
の
経
験
で
わ
か
り
ま
し
た

こ
の
経
験
を
教
訓
に

今
一
度
、
町
を
原
点
か
ら
見
直
そ
う

こ
わ
い
ぐ
ら
い
の
大
雨

被
害
の
集
中
し
た
吉
回
麗
・
棚
倉

た
。
雨
は
ま
だ
降
っ
て
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
後
椿
井

の
お
硲
ま
で
逃
げ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

町
長
そ
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
雨
は
ど
ん
ど
ん
降
っ
て

ま
し
た
ね
。

一
同
そ
う
で
す
。

福
地
水
き
た
思
た
ら
、
あ
っ
と
い
う
間
に
ド
ッ
と

き
た
。
秋
田
の
津
波
（
令
年
五
月
の

H
本
海
中
部
地

設
）
み
た
い
な
も
ん
や
。

矢
嶋
あ
と
一

0
分
逃
げ
る
の
が
遅
れ
た
ら
ど
う
な

っ
て
た
か
。
上
か
ら
見
て
た
ら
家
は
流
さ
れ
て
ゆ
く

し
、
後
に
は
な
ん
に
も
残
ら
へ
ん
。
そ
の
と
き
私
は

ぉ
な
か
も
大
き
か
っ
た
し
、
消
防
団
出
て
て
く
れ
は

っ
て
ほ
ん
ま
に
結
構
や
っ
た
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

わ。翡
橋
と
か
祖
エ
と
い
っ
藷
造
物
の
あ
る
と

こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
や
ら
れ
て
ま
す
な
。
デ
レ
ー
ケ
え

ん
堤
も
奥
の
も
の
は
ツ
メ
か
ら
切
れ
て
ま
す
わ
。

町
長
人
命
も
多
数
失
な
わ
れ
た
わ
け
や
け
ど
、
農

林
災
害
が
ま
た
す
ご
か
っ
た
で
す
な
。
冬
場
と
ち
ご

て
夏
場
で
す
さ
か
い
、
き
れ
い
な
肯
田
が
一
面
其
茶

け
た
泥
沼
や
。

＂
ん
げ
し
ょ

9
・

福
地
七
月
の
か
か
り
の
こ
ろ
を
半
夏
生
と
い
う
て
、

あ
れ
過
ぎ
た
ら
米
と
れ
へ
ん
い
い
ま
す
や
ろ
。
そ
れ

が
綺
田
で
試
験
的
に
遅
う
に
苗
植
え
た
ら
、
な
ん
と

と
れ
ま
し
た
な
。
半
期
以
上
の
米
と
れ
た
ん
と
ち
が

い
ま
す
か
。

町
長
そ
や
そ
や
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
で
私
の
記
憶
で
は
、
三
時
半
や
四
時
に
は
も
う
雨

は
や
ん
で
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら

一
番
も
の
す
ご
う
降
っ
た
ん
は
二
時
ご
ろ
と
ち
が
い

ま
す
か
。

羞
十
一
時
か
ら
二
時
ご
ろ
ま
で
で
す
ね
。

村
田
宙
も
叫
っ
て
ま
し
た
な
。

町
夏
の
こ
と
や
し
、
バ
リ
バ
リ
、
ザ
ー
ザ
ー
は

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
や
け
ど
、
ま
さ
か
そ
ん
な
大
雨

に
な
る
と
は
夢
に
も
思
わ
へ
ん
か
っ
た
。
山
間
部
、

和
束
、
大
河
原
の
方
は
ど
れ
だ
け
き
つ
う
降
っ
た
か

想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
な
。

福
地
ト
ユ
に
入
っ
た
雨
が
あ
ふ
れ
て
ス
ダ
レ
の
よ

う
に
ザ
ー
ザ
ー
落
ち
て
ま
し
た
わ
。

町
長
バ
ケ
ツ
を
ぶ
っ
ち
ゃ
け
た
降
り
方
。

村
田
上
狛
の
被
害
は
少
な
く
て
、
高
麗
と
棚
倉
に

靡
し
ま
し
た
な
、
被
害
は
。

矢
嶋
木
津
川
が
ど
う
も
な
か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。

災
害
後
、
北
河
原
区
倉
庫
前
に
＿
か
月
間
開

設
さ
れ
た
高
麗
村
臨
時
保
育
所
。
一
面
の
河

原
と
な
っ
た
場
所
に
設
け
ら
れ
た
保
育
所
は
、

計
四
六
人
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
天
国

だ
っ
た
。
後
列
左
か
ら
七
番
目
が
矢
嶋
さ
ん
。

町
長
川
が
切
れ
る
と
い
う
け
ど
、
山
城
町
の
場
合
、

家
、
田
畑
の
は
る
か
上
ま
で
土
が
積
ま
れ
、
通
常
そ

の
上
を
川
は
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
流
れ
と
る
わ
け
や
。

こ
の
天
井
川
、
二
階
川
の
切
れ
た
恐
ろ
し
さ
と
い
う

の
は
体
験
し
た
も
ん
で
な
い
と
仲
々
わ
か
り
ま
せ
ん

な
。
蟹
満
寺
の
・
で
天
神
川
の
南
側
の
堤
が
ス
ト
ー

ン
と
落
ち
て
北
側
だ
け
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
川
床

は
ど
こ
か
い
な
と
捜
し
た
ら
、
は
る
か
高
い
と
こ
に

チ
ョ
コ
ー
ン
と
残
っ
と
る
。
二
階
ど
こ
ろ
か
、
三
階

の
上
ぐ
ら
い
は
あ
り
ま
す
な
。

12 



不気味に口をあけた不動川決壊口。一瞬

にして大絶壁が出現した。

後
日
、
天
井
川
の
上
流
を
見
に
い
っ
た
と
き
、
昼
、

日
中
山
沿
い
に
登
っ
て
ゆ
く
と
ま
ぶ
し
い
て
し
ょ
う

が
な
い
。
な
ん
で
か
い
う
た
ら
、
谷
に
は
岩
盤
と
大

き
な
石
だ
け
残
っ
と
る
わ
け
や
け
ど
も
、
も
の
す
ご

ぃ
魯
に
洗
わ
れ
て
、
み
な
只
っ
白
け
の
花
こ
う
岩

ゃ
。
白
い
白
い
帯
状
の
川
床
と
岩
が
ズ
ー
ッ
と
上
の

方
ま
で
続
い
と
る
姿
を
み
た
ら
流
れ
た
水
の
か
さ
、

い
き
お
い
が
想
像
さ
れ
て
、
大
自
然
の
恐
ろ
し
さ
に

ゾ
ッ
と
し
ま
し
た
。

福
地
あ
の
災
害
の
後
、
天
井
川
が
押
し
流
し
た
十

万
面
の
砂
を
処
分
せ
い
い
う
こ
と
で
私
は
随
分
骨
を

折
ら
さ
れ
た
も
ん
で
す
。
す
べ
て
の
復
旧
に
は
当
時

の
金
で
八
、

0
0
0万
円
、
今
な
ら
二

0
億
近
い
金
が

か
か
っ
て
い
ま
す
。
今
の
山
城
町
の
予
算
一
年
分
ぐ

ら
い
の
仕
事
で
昭
和
二
八
年
か
ら
五
年
か
か
り
ま
し

こ。t
 

村
田

あ
の
じ
ぶ
ん
、
我
々
は
ほ
ん
ま
に
よ
う
動
け

た
も
ん
や
と
思
い
ま
す
わ
。
達
者
や
っ
た
ん
や
な
あ
。

昼
は
復
旧
作
業
、
夜
は
資
材
の
買
出
し
い
う
日
が
ず

っ
と
続
き
ま
し
た
も
ん
。

福
地
色
々
と
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
多
か
っ
た
で
す

な
。
被
災
者
の
収
容
先
か
ら
、
救
援
物
資
で
ほ
ん
ま

に
必
要
な
も
の
は
な
に
か
と
か
…
。
一
番
や
か
ま
し
ゅ

う
い
わ
れ
た
ん
は
地
下
ク
ビ
、
縄
、
ロ
ー
プ
の
類
で

し
た
わ
。
行
方
不
明
者
の
捜
索
、
犠
牲
者
の
死
体
の

埋
葬
…
。
消
防
団
は
し
ん
ど
か
っ
た
と
思
い
ま
す
わ
。

町
長
消
防
団
の
問
題
で
す
け
ど
、
町
に
住
む
人
す

べ
て
に
消
防
団
の
精
神
は
必
要
や
と
は
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
だ
け
昼
間
勤
め
に
で
る
人
が
多
く
な
っ
た
今
、

な
に
か
あ
る
と
い
き
お
い
近
く
に
い
る
者
ば
か
り
が

か
り
だ
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
も
事
実
で
す

な。福
地
天
井
川
の
復
旧
に
あ
た
っ
て
は
、
滋
賀
県
の

天
井
川
専
門
の
技
術
者
の
発
百
に
は
重
み
が
あ
り
ま

L
た
な
。
大
雨
の
と
き
、
天
井
川
に
は
水
と
同
じ
だ

け
の
土
砂
が
く
る
ん
で
す
。
一
，
m
の
流
菰
が
あ
れ
ば
、

あ
と
一
，
rnの
土
砂
が
く
る
こ
と
を
考
え
て
設
計
せ
ね

ば
い
か
ん
と
い
う
ん
で
す
。
そ
の
後
、
府
の
方
で
も

天
井
川
を
よ
く
認
識
し
て
思
い
き
っ
た
設
計
を
し
て

く
れ
は
り
ま
し
た
。
現
在
の
川
は
災
害
前
よ
り
幅
貝

が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
川
幅
を
広
げ
る
と
い

う
こ
と
は
国
廊
補
助
対
象
の
災
害
復
旧
の
場
合
、
な

か
な
か
許
可
が
お
り
な
い
も
の
な
ん
で
す
。

と
も
か
く
若
い
人
も
天
井
川
の
こ
と
は
よ
く
知
っ

て
お
い
て
ほ
し
い
。
山
城
町
に
は
そ
う
い
う
川
が
四

旧高麗村における400ページもの
ぼう大な南山城水害の記録。

不動川沿いチビッコ広場の南側に残る

民家（旧富岡氏宅）。当時の水害のあり
さまを今に残している。 7月に老朽が
激しいため取り壊された。

つ
も
あ
る
ん
や
か
ら
。

町
長
そ
う
で
す
ね
。
こ
わ
か
っ
た
、
恐
ろ
し
か
っ

た
の
は
事
実
で
す
け
ど
、
今
後
あ
の
南
山
城
水
害
以

上
の
災
害
が
絶
対
に
起
き
な
い
と
い
う
保
証
は
な
い

ん
で
す
か
ら
。
は
っ
き
り
い
っ
て
、
山
城
町
は
恵
ま

れ
た
地
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
砂
防
指
定
地

が
多
い
と
い
う
こ
と
、
例
の
デ
レ
ー
ケ
え
ん
堤
に
始

ま
っ
て
砂
防
事
業
一

0
0年
の
歴
史
を
持
つ
と
い
う

こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
危
険
な
箇
所
も
多
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
町
の
姿
は
変
え
ら
れ

な
い
。
今
後
の
町
づ
く
り
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
階

川
を
ぬ
き
に
考
え
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。

山
城
町
も
昭
和
六
五
年
に
は
人
ロ
一
万
一
千
人
の

古川方章（ふるかわほうしょう）

現山城町長。災害当時は棚倉村

消防団第一部長。昭和31年、 3町

村合併時に発足した山城町消防団

の初代副団長を経て現在に至る。

大正11年3月31日生まれ 61歳。

写真右上／復旧工事に活躇するブル
ドーザー。当時はまだ珍しい存在で

機械の威力をまざまざとみせつけら

れたものである。

写真右下／不動川上流の惨上。急流

に洗われ白く光る川筋が不気味だ。

人
ロ
フ
レ
ー
ム
を
設
け
た
町
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
市

街
化
区
域
を
定
め
て
い
ま
す
。
長
い
将
来
に
わ
た
っ

て
は
、
そ
の
節
々
に
町
が
進
歩
、
発
展
す
る
た
め
に

土
地
が
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
未
来
の
町
づ
く
り
に
お
い
て
、
山

城
町
の
場
合
は
確
固
と
し
た
治
水
計
画
、
防
災
計
画

な
し
に
進
め
て
ゆ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
我
々
の

こ
の
苦
し
い
体
験
が
、
よ
そ
ご
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
、

町
に
住
む
者
の
記
憶
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
た

ら
大
変
で
す
。

時
代
の
潮
流
と
は
い
え
、
そ
れ
に
流
さ
れ
っ
ぱ
な

し
で
、
無
秩
序
、
無
計
画
な
開
発
、
夢
の
花
園
を
追

ぃ
求
め
る
ば
か
り
で
は
い
か
ん
と
思
い
ま
す
。
お
集

ま
り
い
た
だ
い
た
皆
様
の
体
験
、
教
訓
、
思
い
出
は

こ
れ
か
ら
の
町
づ
く
り
に
重
要
な
示
唆
を
含
む
も
の

ば
か
り
で
す
。
三

0
年
前
の
で
き
ご
と
と
は
い
え
、

あ
の
水
害
を
体
験
し
た
も
の
に
は
古
い
よ
う
で
新
し

い
事
件
で
す
。
二
度
と
あ
の
よ
う
な
悲
惨
な
災
害
が

お
き
な
い
こ
と
を
祈
り
、
皆
様
と
と
も
に
地
に
足
の

つ
い
た
町
づ
く
り
を
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
お
忙
し
い
中
、
貨
重
な
お
話
を

闘
か
せ
て
い
た
だ
き
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま

し

た

。

〈

敬

称

略

〉
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やま＆かわ

町南部に多いため池。天井

川の水が使えないところで

はこういったため池に農業

用水を依存する。

植林前の三上山。すさまじいまで

の荒れ山である。明治末期から大

正の初期にかけての姿と思われる。

蓮池
f4 



大雨のさい、町を内水の被害から守る樋門。

堤防とならぶ水防の要である。

ヘ字
；く裟

＼ふ

こ｝

棚
倉
樋
門

山
城
町
の
束
半
分
以
上
を
占
め
る
山
地
は
、
そ

の
地
質
の
ほ
と
ん
ど
が
崩
壊
し
や
す
い
性
質
を
持

つ
花
こ
う
岩
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
花
こ
う
岩
の

風
化
は
他
の
岩
石
と
ち
が
い
風
化
が
早
く
、
一
足

飛
び
に
砂
に
な
り
、
さ
ら
に
水
を
ふ
く
む
と
容
梢

が
拡
大
す
る
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
風
化

浸
食
さ
れ
た
土
砂
は
、
す
べ
て
東
部
山
地
に
源
を

持
つ
、
渋
川
・
天
神
川
・
不
動
川
・
嗚
子
川
上
流

の
谷
を
下
り
、
下
流
に
ぱ
く
大
な
屎
の
土
砂
を
堆

租
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
で
き
た
小
扇
状
地
と
木
津

川
を
た
ど
れ

べ
て
の
も
の
こ

て
ぎ
た
る
一

に
私
た
ち

[
マ
と

戸｝

北
河
原
樋
門

大
川
樋
門

川
の
は
ん
ら
ん
原
に
私
た
ち
の
町
は
開
け
て
い
る
。

さ
て
、
三

0
年
前
の
南
山
城
水
害
で
は
、
こ
の

地
方
に
特
有
の
天
井
川
（
二
階
川
）
の
存
在
が
に

わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ

た
。
汽
車
や
道
路
は
こ
れ
ら
の
川
の
下
を
（
ぐ
り
、

私
た
ち
の
家
、
田
畑
を
は
る
か
に
見
下
ろ
し
、
流

れ
る
天
井
川
。
水
田
の
用
水
路
、
生
活
排
水
路
も

立
体
交
差
を
重
ね
、
本
流
の
木
津
川
に
注
い
で
い

る
。
こ
う
い
っ
た
郷
土
の
光
景
は
、
正
直
な
と
こ

ろ
、
あ
の
災
害
ま
で
は
私
た
ち
に
と
っ
て
、
な
ん

の
興
味
も
関
心
も
な
く
、
一
朝
に
し
て
あ
の
よ
う

な
大
水
害
を
引
き
起
こ
し
、
郷
土
の
姿
を
変
貌
せ

し
め
る
力
を
秘
め
て
い
た
と
は
想
像
だ
に
で
き
な

か
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
か
ま
び
す
し
い
指
摘
も
あ
り
、
あ
の
水
害
を
契

機
に
私
た
ち
の
天
井
川
に
対
す
る
認
識
は
完
全
に

新
た
な
も
の
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
河
川
と
は
本
来
、
”
天
井
川
“
の
性

質
を
持
っ
て
い
る
。
上
流
か
ら
下
流
へ
と
土
砂
を

堆
梢
し
、
河
床
を
高
め
な
が
ら
流
れ
、
あ
る
程
度

高
ま
る
と
洪
水
を
起
こ
し
、
新
た
に
低
地
へ
と
流

西
殿
樋
門

路
を
つ
く
り
変
え
る
。
こ
の
く
り
返
し
が
、
川
の

原
始
の
形
態
で
あ
り
、
土
地
に
人
の
手
の
加
わ
ら

な
い
時
代
の
川
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
が
そ

の
土
地
に
住
ま
い
、
作
物
を
つ
く
り
、
安
定
し
た

生
活
を
営
む
た
め
に
は
、
堤
防
を
築
き
、
不
安
定

な
流
路
を
固
定
す
る
必
要
が
う
ま
れ
る
。

山
城
町
の
天
井
川
は
江
戸
時
代
以
降
、
急
速
に

発
達
し
た
と
い
わ
れ
る
。
集
落
の
人
口
が
増
え
、

腹
業
の
生
産
力
を
高
め
る
た
め
に
新
し
い

EEi畑
が

つ
く
ら
れ
、
人
家
も
流
路
沿
い
に
建
て
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
も
は
や
洪
水
の
は
ん
ら
ん
は
許
さ

れ
な
い
。
よ
り
強
固
な
堤
防
を
築
く
必
要
か
ら
、

天
井
川
は
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
ゆ
く
。
三
上
山

か
ら
は
下
流
へ
と
ば
く
大
な
土
砂
が
流
れ
つ
づ
け

る
。
山
城
町
の
河
川
は
こ
う
し
た
天
井
川
発
達
の

過
程
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

堤
防
の
必
要
性
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
あ
の
と
き
の
大
災
害
は
、
人
と
自
然
と
の
関

わ
り
に
お
け
る
矛
盾
を
霧
呈
し
た
も
の
と
し
て
、

今
後
に
大
き
な
教
訓
と
課
題
を
残
し
た
も
の
と
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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山城自然運動公園

不動川トンネルの変遷

写真上／南山城水害以前
写真下／水害以後、不動川の川床が6m下げ

られ、普通乗用車がやっと通れる高さになった。

国道24号線をまたぐ渋川。ドライパーの皆さ

ん、これは道路でも鉄道でもありません。川

ですよ。

谷山不動尊磨崖仏

町
東
北
部
山
岳
地
帯
、
三
上
山
の
西
に
源
を
発

す
る
。
流
城
面
積
四
・
三

km
、
流
路
の
延
長
は
、

四
・
五
km
に
お
よ
ぶ
。
そ
の
集
水
区
域
の
地
質
は

よ
く
風
化
し
た
花
こ
う
岩
の
砂
で
低
い
山
地
を
形

成
し
て
い
る
。

こ
の
不
動
川
の
土
砂
流
失
に
よ
る
天
井
川
の
発

達
は
、
下
流
の
平
尾
の
集
落
、
田
畑
に
大
き
な
影

響
を
与
え
、
治
山
治
水
は
流
域
に
住
む
者
に
と
っ

て
、
昔
か
ら
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
の
平
尾
村
絵
図
を
み
る
と
、
そ
の
当

時
す
で
に
川
は
、
木
津
川
流
入
口
で
七
間
半
か
ら

十
間
（
約
一
三
•
五
し
一
八
m
)の
高
さ
に
ま
で
達

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最
も
よ
く
発
達
し
た

天
井
川
と
し
て
地
質
学
者
の
研
究
の
対
象
に
も
な

っ
て
い
る
。

上
流
に
は
谷
山
不
動
と
い
わ
れ
る
小
宇
が
あ
り
、

密
教
の
修
行
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
不
動
川

の
名
は
こ
れ
に
よ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
上
流
に

ゆ
く
と
明
治
期
に
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ヨ
ハ
ネ
ス
・

デ
レ
ー
ケ
の
指
導
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
石
積
の

え
ん
堤
が
一

0
基
残
っ
て
い
る
。

南
山
城
水
害
に
お
い
て
、
川
は
山
間
部
か
ら
平

坦
部
の
出
口
付
近
で
四
か
所
破
堤
し
、
河
底
は
底

抜
け
の
状
態
と
な
り
、
付
近
の
様
相
は
一
変
し
た
。

水
害
後
、
河
床
の
改
修
が
お
こ
な
わ
れ
、
河
床
は

六

m
下
げ
ら
れ
た
。

...不動川の下をくぐる萩ノ谷川（悪水路）

流
域
面
梢
五
•
-
k
m、
流
路
の
総
延
長
は
五
・
七

五
km
（
山
城
町
分
の
み
）
あ
り
、
四
つ
の
天
井
川

中
一
番
長
い
。
旧
高
麗
村
と
棚
倉
村
と
を
流
れ
る
。

平
尾
、
里
屋
敷
に
あ
る
涌
出
宮
の
い
ご
も
り
祭

の
起
こ
り
に
つ
い
て
、
嗚
子
川
東
方
の
山
か
ら
大

蛇
（
水
神
）
が
き
て
、
人
々
を
悩
ま
し
、
勇
者
が

こ
れ
を
切
り
、
霊
を
慰
め
る
た
め
始
め
ら
れ
た
と

い
う
説
も
あ
り
、
こ
の
伝
説
は
、
そ
の
こ
ろ
か
ら

こ
の
川
が
は
ん
ら
ん
し
、
人
々
を
苦
し
め
て
い
た

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
の
平
尾
村
絵
図
に
よ
れ
ば
、
当
時
す

で
に
嗚
子
川
は
砂
川
で
、
低
地
に
入
っ
て
天
井
川

を
形
成
し
、
木
津
川
へ
の
流
入
口
で
は
田
地
よ
り

川
床
ま
で
の
高
さ
が
五
間
（
約
九

m)
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

水
害
時
に
は
今
の
上
嗚
子
橋
を
中
心
に
南
側
の

堤
防
が
約
二

0
0
m
に
わ
た
っ
て
決
壊
、
北
河
原

一
帯
は
土
砂
に
お
お
わ
れ
、
名
の
通
り
の
河
原
と

化
し
た
。

現
在
、

上
流
に
は
、
山
城
自
然
公
園
一
八
七
ha

が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

人
々
の
憩
い
の
場
と

し
て
の
機
能
に
加
え

て
、
土
砂
流
失
防
ぎ

ょ
、
保
安
林
と
し
て

の
役
目
も
果
し
て
い

る
こ
と
を
つ
け
加
え

て
お
き
た
い
。

渋
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流
域
面
穂
二
．

o
k
m、
流
路
延
長
六
．

okmo

町
の
東
北
部
よ
り
、
綺
田
を
西
へ
流
れ
木
津
川
本

流
に
注
ぐ
。

水
害
時
、
こ
の
天
神
川
と
不
動
川
に
は
さ
ま
れ

た
南
綺
田
で
は
両
河
川
の
決
壊
に
よ
り
、
壊
滅
と

も
い
え
る
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。
国
宝
、
釈
迦
如

来
座
像
を
有
す
る
蟹
満
寺
も
こ
の
と
き
、
床
上
ま

で
浸
水
し
た
が
、
か
ろ
う
じ
て
流
失
だ
け
は
ま
ぬ

が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

▲
天
神
川
の
下
を
く
ぐ
る
萩
ノ
谷
川
。
低
地
排
水
の
萩

ノ
谷
川
は
不
動
川
と
天
神
川
を
ト
ン
ネ
ル
で
立
体
交

差
し
、
棚
倉
樋
門
を
く
ぐ
っ
て
木
津
川
河
川
敷
に
出

た
後
も
し
ば
ら
く
は
木
津
本
流
と
平
行
し
て
流
れ
、

や
っ
と
合
流
す
る
に
至
る
。
そ
れ
だ
け
木
津
川
自
身

の
河
床
も
高
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
萩
ノ
谷
川
で
さ

え
、
流
路
の
一
部
に
天
井
川
の
形
態
を
と
っ
て
い
る

の
だ
か
ら
驚
く
。

町
の
最
北
端
、
井
手
町
と
の
間
を
流
れ
、
こ
の

川
が
井
手
町
と
山
城
町
と
の
ほ
ぼ
境
界
に
あ
た
る
。

流
城
面
積
は
一
・
八

km、
流
路
延
長
一
・
八
五

kmo

南
山
城
水
害
の
お
り
、
山
城
町
に
お
い
て
被
害

を
こ
う
む
っ
た
地
域
は
、
一
番
北
の
こ
の
渋
川
か

ら
一
番
南
の
嗚
子
川
ま
で
、
四
つ
の
天
井
川
に
囲

ま
れ
た
地
域
に
集
中
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
渋
川
に
つ
い
て
は
、
下
流
で
決
壊
箇
所
は

で
た
も
の
の
人
家
の
密
集
地
を
は
ず
れ
て
い
た
こ

と
は
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
っ
た
。

I 

南山城水害後建てられたモニュメ

ントの数々

写真上／水害記念碑（北河原）

写真下右／災害記念塔（南綺田）

写真下左／南山城水害記念碑（北

平尾）

嶋

fJII

17 
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古文書•古絵図に
記された先祖の

水との戦い

地蔵は泣かない
悩み苦しむ人々を
救うのだから

古代、木津川は泉川とよばれた。奈良の

都に税を運ぶ東国、北国の役民にとってこ

の川は最後の難所であり、大雨のたび：：：と

にはんらんをくりかえし、人々を苦しめるこ

の川には容易に橋をかけることができなか

ったという。

天平13"F(741)行基がここに泉橋をかけ、

泉橋寺地蔵菩薩

今から約300年前の平尾の絵図。現不動川

は北山川と記され、低地に入って急に川幅

が広がっているのがわかる。中流で15間（約

27m)、木津川口では 4間（約7.2m)とある。

不動川を境に綺田村の名が見え、平尾村で

は南岸に長さ676間（約1.2km)の留砂堤を

築き、うち200間（約360m)には小松道を

つくっている。南岸の修復は綺田村との立

橋の守護として泉橋寺を建立した。鎌倉時

代になって寺には水防はもとより、悪事災

禍の守り仏として巨大な石仏が安置された。

寺はたび重なる戦火で焼け、往時の面影は

ないが、いくたびかの洪水を見てきたので

あろう地蔵は今も人々の厚い信仰を集めて

いる。

右側の川は嗚子川で、南岸堤は北河原村

が修理し小竹を植えている。北岸堤は長さ

150間（約270m)で平尾村が修理し、小竹を

植えている。

平尾村の悪水は「はぎの谷川」（現萩ノ谷

Jll)が西北に流れ、小平尾村西方と綺田村

に悪水抜樋が2か所あり木津川へ入るのは

現在とほぼ同じ。

上方に描かれている「草山」「はげ山」は

平尾村、小平尾村、綺田村の入会山で、「は

げ山」は治水のための砂留山の役割をはた

していた。神童子村、瓶原村（現加茂町）

の名もみえる。

平尾村絵図
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ーニ三二叶[-三／二’ 船から鉄道へ
-- - -- /づ

鉄道から自動車へ
次にくるものは…

迎輸・交通を川に依存する時代、舟運は

治水においても重視される存在であった。

舟の運行のためには流飛の安定がはかられ、

川のしゅんせつもおこたるわけにはいかな

い。さらに上流の治山、砂防をないがしろ

にしては河床が上昇して、舟の運行に支障

をきたすと同時に、洪水の危険も増すこと

から山の保全にも細かく配慇が加えられた。

鉄道の敷設によりこの舟連は急速に衰え、

治山・治水にも新しい時代を迎えた。木材

の搬出で（こぎわった木津川の舟巡も大正末

期にはもうすっかりさびれていたという。

図は木津川“藪の渡”。綺田と対岸の袋田

（現精蔀町）を結んだ。このほか、上狛と木

津を結んだ“泉の渡’'は古く源氏物語にも

その名がみえる。町内に残る「浜」「河原」

などのつ（地名はこの渡にちなんだものと

いわれる。
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難工事完成

町内では、木津川・天井川の水が使えな

い田畑は、用水として丘陵部にあるため池，

を用いる。こういったため池は南部の上狛

に多い。雖池、田渡池など、昔から何度も

改修を重ね、今Hまで利用され続けている。

迎池の東にある新池は江戸末期、水不足

解消のため、横穴で述池と結ばれた。た＜

さんの村人たちが述日工事に励み、嘉永 6

年(1853)に完成した際、人々は皆感激し、

周辺の民家は大いに喜んだという。

南山城水害では、町内のため池には幸い

にも被害がなかったが、井手町では大正池

が決壊し、死者100人余りの大惨事を招いた

ことがよく知られている。

（浅田家蔵文書）
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事
業
の
変
遷

「
こ
れ
は
川
な
ん
て
も
の
じ
ゃ
な
い
、
滝
だ
」
明

治
新
政
府
の
招
き
で
来
日
し
、
各
地
で
治
水
の
技

術
指
導
に
あ
た
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
技
師
ヨ
ハ
ネ
ス

デ
レ
ー
ケ
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
日
本
の
河
川
を
つ

ぶ
さ
に
調
査
し
た
彼
は
、
母
国
オ
ラ
ン
ダ
と
異
な

り
、
平
地
が
少
な
く
急
し
ゅ
ん
な
山
地
が
す
ぐ
背

後
に
そ
び
え
る
こ
の
国
の
地
形
を
み
て
驚
き
を
禁

じ
得
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

真
の
知
恵
、
技
術
と
は
な
に
か

治
山
・
治
水

竹流し法（不動川） 地域の人々

の生みだした水防の知恵。昭和28
年の水害時にも水勢を弱めるのに

大きな効果があったことが知られ

ている。

河
川
の
最
大
流
最
と
最
小
流
撒
の
比
を
河
況
係

数
と
い
い
、
こ
の
数
値
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ

ど
荒
れ
川
と
み
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
諸
河
川
の
河

況
係
数
は
、
諸
外
国
の
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
ず
ば

ぬ
け
て
大
き
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

洪
水
時
の
流
屎
と
渇
水
時
の
流
倣
と
の
差
が
き
わ

め
て
激
し
い
う
え
に
、
概
し
て
流
路
の
短
い
日
本

の
川
は
、
ひ
と
た
び
大
雨
と
な
れ
ば
鉄
砲
水
と
な

っ
て
短
時
間
の
う
ち
に
下
流
を
襲
う
。
水
害
の
記

録
は
歴
史
書
と
と
も
に
大
和
の
時
代
か
ら
枚
挙
に

い
と
ま
が
な
い
。

さ
て
、
近
代
化
に
向
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
科

学
技
術
が
せ
き
を
切
っ
た
水
の
よ
う
に
日
本
に
入

っ
て
き
た
明
治
時
代
、
そ
の
中
期
に
お
い
て
日
本

の
治
水
に
も
新
し
い
時
代
が
始
ま
っ
た
。
そ
れ
ま

で
日
本
の
治
水
に
お

い
て
と
ら
れ
て
い
た

工
法
は
低
水
工
事
と

よ
ぱ
れ
、
水
を
「
歩

か
せ
る
」
「
な
だ
め
る
」

工
法
と
形
容
さ
れ
る
。

水
防
林
や
遊
水
池
を

配
し
、
あ
ぜ
を
低
く

す
る
な
ど
の
工
夫
を

こ
ら
し
、
想
像
を
こ

え
る
大
洪
水
は
別
と

し
て
、
通
常
の
降
雨

で
は
、
り
っ
ぱ
に
水

害
防
御
の
役
目
を
は

た
し
た
と
い
う
意
味

で
は
現
在
も
学
ぶ
べ

き
点
が
多
い
。
堤
防

に
お
い
て
も
武
田
信

玄
の
霞
堤
（
断
続
堤
）
に
み
ら
れ
る
洪
水
を
川
の
外

へ
逆
流
、
停
滞
さ
せ
る
も
の
、
加
藤
清
正
の
乗
越

堤
に
代
表
さ
れ
る
故
意
に
堤
を
低
く
し
、
堤
防
の

一
角
か
ら
水
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
も
の
な
ど
、
流
蜃

の
安
定
、
洪
水
時
の
川
の
負
担
を
軽
く
す
る
な
ど

の
工
夫
が
み
ら
れ
る
。
大
洪
水
に
際
し
て
は
、
水

の
一
部
を
は
ん
ら
ん
さ
せ
、
洪
水
の
勢
い
を
弱
め
る

こ
と
が
配
感
さ
れ
た
。

一
方
、
そ
れ
以
後
の
エ
法
は
高
水
工
事
と
よ
ぱ

れ
、
全
面
的
に
堤
防
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
。

連
続
堤
防
を
築
き
、
高
水
位
に
対
応
し
よ
う
と
す

る
こ
の
エ
法
は
水
を
「
走
ら
せ
る
」
「
押
し
込
め
る
」

方
式
と
い
わ
れ
る
。

鉄
道
の
敷
設
が
す
す
み
、
舟
運
が
急
激
に
衰
退

し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
川
の
持
つ
機
能
は
し
だ
い

不動川上流相谷に残るデレーケえん堤。オランダ

の合理性と近代的土木技術の産物であるが、わが

国古来からの工法を基礎としている。
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大正の初期 (4~5年ごろ）まで、綺田出

垣外付近に木津川砂防工事事務所があり、三

上山の砂防工事にあたっていた。当時、技術

者たちはそれぞれ平尾に分宿し、人夫として

工事に従事した地元の人々は“クロカ”とよ

ばれていた。年よりの話では、大正 4~5年

ごろには、棚倉駅に貨車で運ばれてきた植林

用の馬ふんをカチンポ（担ぎ棒）で三上山ま

で運んでいたという。

こうして進められた骨の折れる植林も最初

の松によるそれは失敗に終わった。その後、

2回目のヒメヤシャブシを用いた植林がみご

と成功し、現在の緑の三上山に至った。

三上山9言

ハゲ山tこっtこ。
左／植林が始められて1J1Jもない三上

山。 14ページの植林前の写真と比較

されたい。下／棚倉砂防工場の沿革。

近代に入っての木津川砂防の歩みは

明治11年綺田に設けられた土木局出

張砂防掛に始まる。木津川砂防10びF

の歴史は山城町から始まった。

木津川防災竹林 昔に比べると防災を目的とす
る竹ヤブはすっかり減ってしまった。

に
洪
水
防
御
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
高
水

工
事
は
そ
れ
ま
で
の
低
水
工
事
に
か
わ
っ
て
治
水

工
法
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
川
を
堅

固
な
堤
防
で
守
り
、
水
の
堤
防
外
部
へ
の
流
出
を

防
ぐ
こ
と
が
こ
の
エ
法
の
主
眼
で
あ
る
。
こ
れ
に

よ
り
高
度
な
土
地
利
用
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
ま

で
の
洪
水
危
険
地
帯
に
も
田
畑
が
開
け
、
家
屋
や

工
場
か
建
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
想
像

を
絶
す
る
大
洪
水
が
襲
っ
た
と
き
、
堤
防
の
決
壊

は
、
富
と
人
口
の
集
中
し
た
流
域
に
ば
く
大
な
被

害
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
で
、
よ
り
堅
ろ
う
な
堤
防

が
築
か
れ
る
が
、
堤
防
が
強
さ
を
増
せ
ぱ
増
す
だ

け
、
洪
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
堤
防
に
集
中
す
る
よ

う
に
な
り
、
水
と
堤
防
の
戦
い
は
い
や
が
う
え
に

も
し
烈
さ
を
増
し
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
悪
循
環
の

た
め
、
洪
水
の
被
害
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
方

が
大
き
い
の
は
実
に
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
二

0
年
代
は
全
国
的
に
大
水
害
が
ひ
ん
発

し
た
。
そ
れ
を
契
機
に
治
山
・
治
水
事
業
に
も
新
計

画
基
準
が
設
け
ら
れ
た
。
山
城
町
に
お
い
て
も
南

山
城
水
害
以
後
、
天
井
川
上
流
に
は
砂
防
ダ
ム
が

建
設
さ
れ
、
川
幅
も
広
げ
ら
れ
、
堤
防
も
よ
り
完

備
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
川
床
も
木
津
川
・
天
井

川
い
ず
れ
も
当
時
よ
り
は
だ
い
ぶ
低
く
な
っ
て
い

る
。
木
津
川
上
流
に
は
多
目
的
ダ
ム
も
設
け
ら
れ
、

そ
れ
ま
で
の
防
災
一
本
や
り
に
加
え
て
水
資
源
の

利
用
を
は
か
る
総
合
的
で
多
目
的
な
治
山
・
治
水

対
策
が
と
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
治
山
・
治
水
に
お
け
る
工
法
と
は
あ

く
ま
で
も
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
目
的
は
私
た

ち
、
人
間
が
決
め
る
。
私
た
ち
が
自
然
と
ど
の
よ

う
に
つ
き
合
っ
て

ゆ
く
か
、
い
い
か

え
れ
ぱ
私
た
ち
が

自
然
と
の
関
わ
り

合
い
に
お
い
て
、

な
に
を
求
め
、
な

に
を
不
要
と
す
る

か
に
よ
っ
て
新
た

な
る
矛
盾
、
予
想

も
し
な
か
っ
た
新

し
い
形
の
災
害
が

生
ま
れ
て
く
る
可

能
性
の
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
。

現在のコンクリート堤防（不動川）
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て

河
川
の
防
災

木
津
川
の
流
域
は
奈
艮
、
三
重
、
京
都
の
一
府

ニ
県
に
ま
た
が
っ
て
お
り
、
南
山
城
村
で
諸
支
川

を
合
流
し
、
笠
骰
山
地
を
横
断
し
た
後
、
木
津
町

付
近
か
ら
城
南
平
野
を
つ
ら
ぬ
き
、
八
幡
市
に
お

い
て
宇
治
川
、
桂
川
と
三
川
＾
品
皿
し
淀
川
に
入
り

ま
す
。
こ
の
木
禅
川
を
含
む
淀
川
水
系
は
流
城
而

積
八
、
二
四

0kniに
お
よ
び
、
大
阪
市
、
京
都
市
は

じ
め
、
そ
の
他
数
多
く
の
樹
狙
都
市
が
流
域
沿
い

に
位
樅
す
る
関
係
か
ら
関
西
地
方
の
社
会
，
経
済
，

文
化
の
基
盤
を
な
す
地
域
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
淀
川
水
系
の
治
水
と
利
水
に
つ
い
て
の
意
義

に
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
ね
ぱ

な
り
ま
せ
ん
。

水防屯所

、デ
し
7月5日午前9時過ぎごろ、

綺田神ノ木で野田川の堤防
が約13mに渡って決壊。

一
級
河
川
で
淀
川
水
系
に
屈
す
る
木
津
川
が
、

町
の
西
方
を
南
北
に
流
れ
、
加
え
て
、
南
山
城
地

方
特
有
の
天
井
川
四
線
（
渋
川
、
天
神
川
、
不
動

川
、
嗚
子
川
）
が
木
渾
川
に
注
ぎ
町
を
分
断
し
て

い
る
こ
と
が
、
山
城
町
の
地
形
の
―
つ
の
特
徴
で

す
。
そ
の
ほ
か
、
野
田
川
、
萩
ノ
谷
川
、
谷
川
、

上
狛
川
、
西
ノ
ロ
川
な
ど
の
小
河
川
が
あ
り
、
大

雨
が
降
る
ご
と
に
こ
れ
ら
の
河
川
は
、
水
が
あ
ふ

れ
、
堤
防
が
決
壊
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
一
方
、
山
間
丘
陵
部
に
あ
る
老
朽
溜

池
の
多
く
は
、
堤
の
老
朽
化
、
余
水
吐
の
故
障
な

ど
が
随
所
に
み
ら
れ
、
破
堤
の
危
険
の
あ
る
も
の

も
多
く
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
水
防
に
課
せ
ら
れ
た
使

命
は
非
常
に
大
き
く
、
水
防
業
務
に
は
水
防
機
関

の
総
力
を
持
っ
て
対
処
し
、
被
宵
を
最
小
限
度
に

く
い
と
め
、
住
民
の
双
心
ら
し
と
財
産
を
守
る
こ
と

に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
水
防
業
務
は
、
単
に
水
防
閲
係
機
閲
だ
け
の

カ
で
は
十
分
と
い
え
ず
、
住
民
お
の
お
の
の
自
主

的
な
協
力
を
得
て
万
全
を
期
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

改
修
計
画

建
設
省
と
京
都
府
の
改
修
計
画
に
よ
る
水
系
一

賞
し
た
全
体
計
画
に
基
づ
い
た
治
水
耶
躇
か
実
施

さ
れ
ま
す
。

1
市
街
地
周
辺
の
河
川
改
修

上
狛
川
、
萩
ノ
谷
川
、
里
川

2
内
水
排
除
対
策

萩
ノ
谷
川
樋
門
改
修

3
砂
防
対
策

相
谷
川
え
ん
堤
工
事

町
の
水
防

●水防信号

第 1信号
替戒水位に達したことを知らせ

る。

第2信号 水防団員全員の出動を知らせる。
．．． 
三点打

第3信号
区域内の居住者で壮健者の出動

を知らせる。

第4信号
必要と認める区域内の居住者全

員の避難すべきことを知らせる。

●休止●休止●休止
一点打

＇＂ ＂ 

．．．． 
四点打

乱

.．．. 

打

亭休止；竺ご休止；芝塁休止-塁竺
誓冨 冨

二休止；竺竺休止；芝塁：休止；どこ、、
約6秒約6秒 約ヽ6秒

と休止←」竺雙こヽ 休止 ←：竺塁>
約5秒]訪‘

二休止←二竺g>休止 約分

約ヽ5秒
＼ 約5秒

24 



275.00 24-

京都府相楽郡山城町

28災南山城水害記念誌

L
 

36671 

ー

編
集
後
記

I I, 1 
3いし？ ／ 

： ―: 

| 

「
災
寓
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
や
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
ば

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
の
災
唐
と
は
、
地
震
を
さ
し
て

い
ま
す
が
、
も
と
よ
り
水
宵
も
こ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
江
戸
時
代
に
は
洪
水
は
年
中
行
事
と
い
う
時
期
も
あ

り
、
近
年
大
河
川
の
は
ん
ら
ん
こ
そ
か
げ
を
ひ
そ
め
て
い

る
も
の
の
、
中
小
河
川
の
決
壊
に
よ
る
悲
惨
な
災
吝
は
、
昨

年
の
長
崎
の
水
布
が
皆
様
の
記
憶
に
新
し
い
こ
と
と
ITI
心い

ま
す
。水

宵
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
天
変
地
異
の
も
た
ら
す
被
宵

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
と
き
の
人
間
社
会
の
経
済
的
な
構

造
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
人
家
、
川
畑
の
な
い
と
こ

ろ
で
川
が
切
れ
て
も
そ
れ
を
被
雹
と
は
よ
ば
ず
、
人
の
生

命
と
財
産
を
ど
れ
だ
け
役
布
し
た
か
に
よ
っ
て
災
害
と
そ

の
規
模
が
表
現
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
人
間
は
、
多
か
れ
少

な
か
れ
自
然
を
自
分
た
ち
の
部
合
の
よ
い
よ
う
に
つ
く
り

変
え
、
今

H
の
既
か
な
生
活
を
築
き
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
人
間
の
お
ご
り
に
対
し
て
ひ
と
た
び
自
然
が
そ

の
本
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
き
、
そ
の
被
宵
は
前
に
も
ま

し
て
増
大
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。
安
全
は
お
金
で
買

え
る
と
錯
鎚
し
た
り
、
町
の
防
災
は
一
部
の
専
門
家
に
任

せ
て
お
け
ぱ
よ
い
と
い
う
態
度
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
ま

す。
三
0
年
前
、
町
を
製
っ
た
あ
の
水
害
を
記
録
し
た
こ
の

小
さ
な
冊
子
を
皆
様
の
元
に
お
届
け
す
る
こ
と
の
で
き
る

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
あ
の
と
き
の
休
験
を
子
ど
も
た
ち
に
、

係
た
ち
に
話
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

人
は
体
験
を
教
訓
と
し
て
後
世
に
い
か
す
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
生
き
物
な
の
で
す
か
ら
。

●表紙説明／嗚子川の決壊で河IJ且となった北河原地区。
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