
国土交通省北陸地方整備局 

阿賀野川河川事務所 

滝坂地すべり 

阿
賀
川
 

平成１３年９月撮影 



地すべりと集落の暮らし 
はじめに 

西会津町と滝坂・銚子ノ口 

明治２１年と明治３８年の滝坂地すべり 

昭和２４年の滝坂地すべり 

昭和３３年の滝坂地すべり 

笹川の架橋と地すべり 

銚子ノ口の「幻の橋」 

地すべり対策工事等 

おわりに 

資料集 

資料１ ● 滝坂地すべりによる住宅移転の経緯 

資料２ ● 新郷村字滝坂の一大惨害 

新郷村大字豊洲字滝坂に発生した 

大災害についての報告 

資料３ ● 地すべりによる荒廃状況 

資料４ ● 昭和２４年地すべり当時の日記 

資料５ ● 滝坂地すべり関係年表 

資料６ ● 明治２８年銚子ノ口架橋設計図 

資料７ ● 滝坂地すべり対策 

目次 発刊にあたって 

1 

1 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

12

14 

15 

  

  

16 

17 

18 

19 

20

  滝坂地すべりは福島県会津地域西部の新潟県境近く

の阿賀川右岸に位置し、その範囲は南北約２.１kｍ、東西

約１.３kｍ、面積約１５０ｈａ、最も深いすべり面の深さは約

１４０ｍ、移動土量は約４，８００万m３（大型ダンプカーで８７０

万台分）と推定され、わが国でも最大級の地すべりです。

　滝坂地すべりの活動が始まったのは平安・鎌倉以前と

推定されていますが、過去には阿賀川をせき止めた記録

も残されている非常に警戒を要する地すべりです。 

　近年にあっては明治２１年（１８８８）頃から顕著に活動が

みられるようになり、明治３８年（１９０５）と昭和２４年（１９４９）

には人家が移転させられるほどの動きを見せ、その後も

道路や田畑に被害をもたらしています。 

　この滝坂地区に暮らす人々にとって地すべりとの関わり

は生活の根幹を成すものと言えます。これまで地すべりで

住居の移転を余儀なくされ、多い人で３回の移転をしま

した。車などない時代に滝坂及び近隣集落の人たちが

協力し、力を合わせて移転した歴史があります。 

　昭和３３年（１９５８）に地すべり等防止法が制定され、

同年、地すべり防止区域に指定されると同時に、福島県

によって地すべり対策が行われていましたが、大規模で

ある事等に鑑み国土保全上特に重要な地区として、平成

８年度（１９９６）からは国直轄の事業となり、北陸地方建

設局阿賀野川工事事務所（現：北陸地方整備局阿賀野

川河川事務所）が担当し、地下水排除のための集水井

等の工事を実施しています。 

　本小冊子は、滝坂に暮らす人々の地すべり災害に対応

した労苦や災害に負けない不屈の精神について、聞き取

り記録としてまとめたものです。 

　ご一読頂ければ幸いです。 

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省　北陸地方整備局 

阿賀野川河川事務所長　皆本 重雄 
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「
滝
坂
地
す
べ
り
」
の
歴
史
は
古
く
、
昔
、
阿
賀
川
の
こ
の

辺
（
野
沢
地
方
）一
帯
は
湖
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
平
安
時
代
末
期
、
会
津
地
方
に
大
地
震
が
あ
り『
滝
坂
山

が
地
す
べ
り
を
起
こ
し
て
阿
賀
川
を
せ
き
止
め
た
』
た
め
と

言
わ
れ
て
お
り
、
民
話
に
『
こ
の
湖
の
渡
し
船
が
銚
子
ノ
口
の

決
壊
に
よ
り
、
水
が
急
に
引
い
た
た
め
に
流
さ
れ
て
、
阿
賀

川
に
飲
み
込
ま
れ
た
』
と
い
う
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

　
明
治
以
降
今
日
ま
で
に
「
滝
坂
地
す
べ
り
」
に
よ
り
滝
坂

地
区
で
は
多
い
人
で
三
回
も
の
住
居
移
転
を
強
い
ら
れ
て
い
ま

す
。
（
資
料
１
参
照
） 

    

  

　
こ
こ
西
会
津
町
は
福
島
県
の
北
西
部
、
新
潟
県
と
の
県
境

に
位
置
し
人
口
は
九
千
人
強
、
面
積
は
二
百
九
十
八
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
で
北
に
雄
大
な
飯
豊
連
峰
を
望
み
、
町
の
中
央
に

阿
賀
川
が
流
れ
、
青
い
空
と
濃
い
緑
の
自
然
豊
か
な
町
で
す
。 

　
西
会
津
町
の
中
心
、
磐
越
西
線
野
沢
駅
か
ら
北
へ
約
四
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
地
点
に
、
阿
賀
川
を
堰
止
め
た
上
野
尻
ダ
ム
が
あ

り
ま
す
。
上
野
尻
発
電
所
、
上
野
尻
第
二
発
電
所
を
合
わ
せ

は
じ
め
に 

西
会
津
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銚
子
ノ
口 
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● 阿賀野川流域位置図 



小滝 

※中滝は大滝の突出岩の 
　下流にある。 

大滝 

ワラダ石撤去跡 
銚子ノ口（平成１６年撮影） 

昭和２２年撮影航空写真 平成１４年１１月撮影航空写真 

て
六
五
、
五
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
水
力
発
電
所
で
す
。
発
電
所
脇
の
公
園

に
は
桜
の
大
木
が
数
十
本
あ
り
、
そ
の
季
節
に
な
れ
ば
桜
の
花
が
見

事
に
咲
い
て
川
面
に
美
し
く
映
え
ま
す
。 

　
上
野
尻
発
電
所
か
ら
だ
い
た
い
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
下
流
に
あ
る
の
が
、

阿
賀
川
の
名
所
で
あ
る
「
銚
子
ノ
口
」
に
な
り
ま
す
。
「
銚
子
ノ
口
」
の

右
岸
側
が
私
た
ち
の
滝
坂
で
す
。 

　
「
銚
子
ノ
口
」
と
い
う
の
は
、
以
前
は
左
岸
側
に
大
き
な
岩
が
あ
り
、

こ
の
岩
を
私
た
ち
は
「
ワ
ラ
ダ
石
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
岩
が
あ

る
た
め
に
、
酒
を
注
ぐ
銚
子
（
徳
利
）の
口
の
よ
う
に
阿
賀
川
が
狭
か
っ

た
訳
で
す
。 

　
昭
和
四
十
五
年
に
こ
の「
ワ
ラ
ダ
石
」
を
含
め
約
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル

を
掘
削
除
去
し
、
撤
去
し
た
岩
は
右
岸
の
河
岸
に
地
す
べ
り
の
押
さ

え
と
し
て
盛
土
を
し
た
訳
で
す
。 

　
「
ワ
ラ
ダ
石
」
を
撤
去
す
る
ま
で
は
、
上
流
か
ら
見
る
と
最
初
の
小
滝

と
大
滝
し
か
見
え
な
く
、
そ
の
奥
が
広
く
見
え
る
こ
と
か
ら
銚
子
ノ

口
と
名
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
撤
去
後
の
今
は
、
奥
の

中
滝
と
い
っ
た
辺
ま
で
全
部
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
で
す
。 

　
こ
の
「
銚
子
ノ
口
」
は
両
岸
が
岩
で
、
春
は
若
葉
に
青
葉
、
秋
は
紅

葉
と
大
変
綺
麗
な
川
で
す
。 

　
私
た
ち
が
子
供
の
頃
は
、「
銚
子
ノ
口
」
付
近
は
生
活
の
た
め
に
も

非
常
に
大
切
な
場
所
で
し
た
。
海
か
ら
サ
ケ
、
マ
ス
、
ヤ
ツ
メ
ウ
ナ
ギ

が
信
濃
川
、
阿
賀
野
川
を
通
っ
て
阿
賀
川
に
遡
上
し
、
そ
れ
を
網
で

す
く
い
取
り
、
野
沢
や
上
野
尻
の
宿
場
な
ど
に
売
っ
て
生
活
の
足
し
に

し
て
い
た
そ
う
で
す
。 

　
ま
た
、
昔
か
ら
滝
坂
は
山
林
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
林
業
を
生
活
の

中
心
と
し
た
豊
か
な
集
落
で
、
今
日
迄
来
て
い
る
訳
で
す
。 

撤去前ワラダ石 
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昔
か
ら
滝
坂
の
地
す
べ
り
は
、
大
小
を
問
わ
ず
数
多
く
発
生
し
て

お
り
、
記
録
に
も
残
っ
て
い
ま
す
。
特
に
規
模
の
大
き
か
っ
た
地
す
べ

り
は
、
最
初
は
明
治
二
十
一
年
の
松
坂
地
区
の
地
す
べ
り
で
、
松
坂
全

体
の
下
側
三
分
の
一
く
ら
い
の
と
こ
ろ
か
ら
滑
り
出
し
、
こ
の
た
め
農
地

が
荒
廃
し
、
畑
や
田
ん
ぼ
を
人
力
で
造
成
し
直
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の

後
、
地
す
べ
り
は
次
第
に
落
ち
着
い
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。 

　
二
回
目
は
明
治
三
十
八
年
の
八
月
八
日
頃
に
発
生
し
た
大
規
模
な

地
割
れ
で
、
そ
の
後
の
大
雨
で
、
今
の
常
盤
地
区
の
両
サ
イ
ド
、
上
沼

界
と
西
稲
場
界
が
阿
賀
川
の
銚
子
ノ
口
方
向
に
大
き
く
動
い
て
大
被

害
を
も
た
ら
し
た
そ
う
で
す
。 

　
こ
の
地
す
べ
り
の
惨
状
を
当
時
の
新
郷
村
村
長
が
「
新
郷
村
字
滝
坂

の
一
大
惨
害
」
と
し
て
記
録
に
残
し
て
い
ま
す
。（
資
料
２
参
照
） 

　
記
録
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
と
、『
去
る
九
月
十
四
日
よ
り
一
週
間

に
渡
っ
て
降
り
続
い
た
雨
に
よ
っ
て
地
割
れ
は
急
激
に
変
動
し
、
そ
の
震

動
で
家
屋
は
音
を
立
て
て
軋
み
、
割
れ
目
は
四
尺
か
ら
五
、
六
尺
の
断

層
と
な
り
、
土
地
の
陥
没
、
地
層
の
陥
落
は
次
第
に
そ
の
規
模
を
増

し
、
つ
い
に
は
下
流
側
（
阿
賀
川
）
に
向
か
っ
て
滝
坂
一
帯
が
滑
り
落
ち

る
様
な
状
態
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
亀
裂
の
あ
ち
こ
ち
か
ら

流
出
す
る
濁
水
や
泥
土
の
為
、
付
近
一
帯
の
家
屋
は
傾
き
、
床
、
壁
は

剥
が
れ
落
ち
、
そ
の
惨
状
は
言
語
を
絶
す
る
も
の
で
あ
り
…
』
と
あ
り

ま
す
。 

　
こ
の
地
す
べ
り
で
住
宅
が
危
険
と
な
っ
た
た
め
、
常
盤
地
区
全
体
で

明
治
二
十
一
年
と
明
治
三
十
八
年
の
滝
坂
地
す
べ
り 



十
九
軒（
昭
和
九
年
頃
に
一
軒
減
と
な
る
。）の
う
ち
十
一
軒
が
明
治
三
十
八
年
か
ら
五
〜

六
年
か
け
て
、
引
牧
地
区
に
四
軒
、
上
沼
地
区
に
六
軒
、
宮
ノ
前
に
一
軒
移
転
し
ま
し
た
。 

     

　
明
治
三
十
八
年
の
地
す
べ
り
か
ら
昭
和
二
十
二
、
三
年
頃
ま
で
は
大
き
な
地
す
べ

り
は
無
く
、
昭
和
二
十
二
年
に
米
軍
が
撮
影
し
た
航
空
写
真
（
資
料
３
参
照
）
で
も
判

る
よ
う
に
山
に
一
つ
も
傷
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
地
す
べ
り
の
あ
る
山
だ
と
思
わ
れ
ま

せ
ん
。 

　
滝
坂
集
落
は
、
林
業
を
中
心
に
生
活
し
て
い
る
集
落
で
す
か
ら
、
冬
期
間
に
は

作
業
員
四
、
五
十
人
で
樹
齢
百
年
以
上
に
も
な
る
木
を
伐
採
し
、
雪
の
上
を
滑
ら

せ
て
阿
賀
川
ま
で
材
木
を
運
ぶ
の
で
す
。
そ
し
て
、
銚
子
ノ
口
の
上
流
で
筏
を
組
ん

で
流
し
て
、
下
流
の
豊
実
や
津
川
な
ど
で
揚
げ
た
訳
で
す
。 

　
昭
和
二
十
二
年
頃
か
ら
春
先
の
雪
解
け
時
に
は
、
山
か
ら
出
る
水
が
例
年
よ
り

多
く
な
り
、
水
の
色
も
「
白
」
や
「
土
を
溶
い
た
よ
う
な
黄
色
」
に
な
っ
た
り
し
て
、
当

時
は
地
す
べ
り
の
前
兆
と
は
気
付
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
変
動
が
表
れ
て
い
ま
し
た
。 

　
昭
和
二
十
四
年
二
月
二
十
七
日
の
夜
半
、
激
し
い
轟
音
を
立
て
な
が
ら
ま
た
松
坂

が
「
抜
け
た
」
の
で
す
。
こ
の
辺
で
は
松
坂
の
地
す
べ
り
の
こ
と
を
「
松
坂
抜
け
た
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
地
す
べ
り
と
い
う
の
は
立
木
が
立
っ
た
ま
ま
滑
っ
て
来
ま
す
。
い
っ
た
ん
止
ま
っ
て

初
め
て
寝
ま
す
。
倒
れ
た
も
の
は
倒
れ
た
ま
ま
来
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
夜
で
あ

ろ
う
と
昼
間
で
あ
ろ
う
と
滑
っ
て
来
ま
す
。
音
は
「
木
の
身
の
切
れ
る
音
」
「
土
砂

が
水
と
混
ざ
っ
て
流
れ
て
く
る
音
」
「
木
の
折
れ
る
音
」
「
気
持
ち
悪
い
音
」
が
し
ま

す
。
「
バ
リ
バ
リ
と
い
う
音
」
を
出
し
て
き
ま
す
。
速
さ
は
時
速
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

位
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の
で
す
。 

樹齢１２０年の材木の切り出し（昭和２８年） 

昭
和
二
十
四
年
の
滝
坂
地
す
べ
り 

袖ノ沢の地割れ 



昭和２４年建設の堤防跡 

上手の堤防跡（川側より撮影） 

　
地
す
べ
り
の
大
き
さ
は
、
目
検
討
で
幅
百
五
十
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
八
百
メ
ー
ト
ル

位
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
が
経
つ
う
ち
に
明
ケ
沢
、
堰
沢
、
宮
ノ
前
、
袖
ノ
沢
な

ど
が
地
す
べ
り
の
土
砂
で
全
部
一
杯
に
な
っ
た
訳
で
す
。
深
い
と
こ
ろ
で
は
十
メ
ー
ト

ル
以
上
埋
ま
っ
た
訳
で
す
。 

　
滑
っ
て
こ
れ
以
上
溜
ま
れ
ば
、
下
手
の
常
盤
に
行
く
と
い
う
こ
と
で
、
常
盤
に
は

住
宅
が
七
軒
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
み
ん
な
で
堤
防
を
作
っ
て
止
め
た
訳
で
す
。
そ
の

当
時
は
車
も
無
い
し
、
一
輪
車
も
無
い
。
何
を
し
て
や
っ
た
か
と
言
っ
た
ら
、
木
で
一

輪
車
を
何
台
も
造
っ
て
土
を
運
ん
で
、
あ
れ
だ
け
の
堤
防
を
作
っ
た
訳
で
す
。 

　
こ
の
地
す
べ
り
で
、
危
険
と
な
っ
た
常
盤
、
上
沼
、
宮
ノ
前
地
区
か
ら
十
四
軒
が

引
牧
、
西
稲
場
、
三
年
林
地
区
に
移
転
を
強
い
ら
れ
た
の
で
す
。 

　
そ
の
当
時
、
村
長
さ
ん
の
依
頼
で
日
誌
を
付
け
て
お
り
ま
し
た
。
ど
こ
の
家
が
い

つ
家
財
道
具
を
運
ん
だ
と
か
、
ど
こ
の
家
が
今
日
解
体
し
た
、
ど
こ
の
家
が
建
前

か
、
全
部
記
録
し
て
あ
り
ま
す
。
危
険
な
箇
所
ほ
ど
先
に
や
っ
た
訳
で
す
。（
資
料
４

参
照
） 

　
移
転
で
一
番
苦
労
し
た
の
は
運
ぶ
こ
と
。
解
体
作
業
な
り
、
建
前
な
り
、
家
財

道
具
を
運
ぶ
な
り
、
車
な
ど
が
全
然
な
い
訳
で
す
か
ら
、
全
部
人
間
の
肩
や
背
中
、

そ
れ
で
し
か
運
び
よ
う
が
無
い
訳
で
す
。
宅
地
の
地
均
し
を
す
る
と
言
っ
て
も
、
ユ
ン

ボ
が
あ
る
訳
で
も
無
い
し
、
ブ
ル
ド
ー
ザ
が
あ
る
訳
で
も
無
い
で
す
。
本
当
に
人
の

手
だ
け
な
の
で
す
。
隣
接
の
集
落
の
方
達
な
ど
が
毎
日
日
割
り
で
手
伝
い
に
来
て
く

れ
ま
し
た
。 

　
そ
し
て
、
全
部
の
移
転
が
終
了
し
た
の
は
二
十
六
年
頃
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ

ん
な
に
長
く
係
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
な
ん
た
っ
て
小
さ
な
仮
小
屋
に
入
っ
て
い
る

訳
で
す
か
ら
。
そ
の
頃
は
ど
こ
の
家
庭
も
家
族
人
数
が
多
か
っ
た
か
ら
早
く
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
み
ん
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を
譲
り
合
っ
て
、
交
換
し
合
っ
て

宅
地
を
設
け
て
、
移
転
し
た
訳
で
す
。 

下手の堤防跡（山側より撮影） 



   

　
昭
和
二
十
四
年
の
地
す
べ
り
で
引
牧
地
区
に
移
転
し
て
十
年
経
っ
た
昭
和
三

十
三
年
の
春
。
飲
料
水
と
し
て
い
た
引
き
水
が
「
白
色
」
に
な
る
変
化
が
現
れ

ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
事
態
は
急
変
し
、
軒
下
の
地
割
れ
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で

作
っ
た
貯
水
槽
が
押
し
潰
さ
れ
る
な
ど
の
被
害
が
出
て
き
た
訳
で
す
。 

　
も
っ
と
も
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
昭
和
二
十
四
年
の
地
す
べ
り
の
時
に
福
島
県

の
依
頼
で
滝
坂
地
す
べ
り
全
体
を
調
査
し
た
、
東
北
帝
国
大
学
の
渡
辺
万
次
郎

博
士（
理
学
博
士
・
当
時
五
十
七
歳
）は
『
引
牧
地
区
も
安
全
な
場
所
で
は
な
い
』

と
当
時
か
ら
指
摘
し
て
い
た
の
で
す
。 

　
で
す
が
、
『
明
治
時
代
か
ら
住
ん
で
い
る
人
が
、
未
だ
に
い
ら
れ
る
の
だ
か
ら

大
丈
夫
だ
』
と
言
っ
て
移
転
し
て
来
た
の
が
、
私
達
な
の
で
す
。 

　
引
牧
は
危
険
だ
か
ら
移
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
宅
地
の
候
補
地
と
い

う
か
行
く
と
こ
ろ
が
無
い
訳
で
す
。
集
落
で
色
々
検
討
し
て
い
た
だ
き
、
『
こ
こ

な
ら
よ
か
ろ
う
』
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た
の
が
孫
目
地
区
な
の
で
す
。 

　
当
初
は
、
孫
目
に
移
転
す
る
に
も
笹
川
を
渡
る
橋
が
増
水
で
落
ち
て
無
い
し
、

道
路
も
無
い
。
背
中
に
お
ぶ
っ
て
運
ぶ
よ
り
無
い
だ
ろ
う
が
、
体
だ
け
上
る
程
度

の
道
路
さ
え
も
無
い
。
本
当
に
田
と
畑
、
原
野
し
か
無
い
訳
で
す
。
そ
こ
に
移

転
す
る
十
一
軒
の
宅
地
を
確
保
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
訳
で
す
。 

　
と
こ
ろ
が
度
重
な
る
相
談
の
結
果
、
『
何
と
か
出
来
る
の
で
は
な
い
か
』
と
。

お
互
い
に
土
地
は
交
換
し
て
い
た
だ
い
て
、
運
ぶ
に
は
索
道
を
張
っ
た
の
で
す
。
エ

ン
ジ
ン
も
何
も
無
い
訳
で
す
が
引
牧
の
高
い
方
か
ら
孫
目
の
低
い
方
に
飛
ば
し
て

く
る
訳
で
す
。
そ
う
す
る
と
自
然
落
下
で
エ
ン
ジ
ン
は
い
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
で

運
ん
だ
訳
で
す
。
運
ん
だ
家
か
ら
日
に
ち
を
決
め
て
建
前
な
り
す
る
訳
で
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
頃
は
今
み
た
い
に
重
機
で
吊
り
上
げ
る
と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。

昭和３３年頃 孫目地区への移転（建前風景） 昭和３３年頃 軒下の地割れ（引牧地区） 

昭
和
三
十
三
年
の
滝
坂
地
す
べ
り 



ロ
ー
プ
や
人
間
の
手
で
上
げ
る
し
か
な
い
。
親
類
の
人
や
村
の
人
に
お
願
い
し
て
一

日
七
十
人
く
ら
い
で
作
業
し
ま
し
た
。 

　
そ
の
頃
は
生
活
に
困
る
か
ら
田
ん
ぼ
を
休
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
金
が
掛
か
る

か
ら
、
百
姓
を
し
な
が
ら
米
ま
で
買
っ
て
や
っ
て
き
た
訳
で
す
。
今
な
ら
ば
災
害

補
償
制
度
が
あ
っ
て
、
助
成
な
ど
が
あ
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
あ
の
頃
は
そ
う

い
う
こ
と
は
一
銭
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
無
利
子
で
最
高
三
十
万
、
こ
れ
は
町

の
保
証
で
県
か
ら
借
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
制
度
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、

そ
れ
こ
そ
お
互
い
に
話
し
合
い
、
協
力
し
合
っ
て
、
昭
和
三
十
三
年
か
ら
四
年
間

で
苦
労
し
て
移
転
し
た
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。 

　
こ
こ
に
あ
る
航
空
写
真
は
昭
和
三
十
七
年
に
撮
影
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の

頃
に
な
る
と
山
は
全
部
傷
だ
ら
け
で
す
。
昭
和
二
十
四
年
以
来
、
地
す
べ
り
が

非
常
に
多
か
っ
た
こ
と
が
解
る
と
思
い
ま
す
。
昭
和
二
十
二
年
の
航
空
写
真
と
比

較
し
て
み
れ
ば
、
一
目
瞭
然
で
す
。
（
資
料
３
参
照
） 

    

　
昭
和
三
十
年
に
集
落
事
業
と
し
て
、
引
牧
地
区
と
細
越
地
区
間
に
丸
木
橋

を
架
け
る
計
画
が
持
ち
上
が
り
、
早
速
調
査
の
後
、
栗
材
と
杉
材
で
同
年
に
集

落
全
員
総
出
で
笹
川
橋
を
架
け
た
訳
で
す
。 

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
三
年
の
大
洪
水
に
よ
り
、
阿
賀
川
が
増
水
し
笹
川
橋

が
落
下
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
地
元
で
は
町
に
吊
り
橋
の
設
置
を
強

く
要
望
し
、
昭
和
三
十
五
年
に
吊
り
橋
が
完
成
し
た
訳
で
す
。 

　
こ
れ
と
は
別
に
、
滑
沢
地
区
か
ら
上
孫
目
地
区
に
通
じ
る
道
路
と
橋
は
、
高

圧
線
の
設
置
工
事
に
伴
い
東
北
電
力
に
要
請
し
設
置
で
き
た
訳
で
す
。 

笹
川
の
架
橋
と
地
す
べ
り 

昭和２８年完成の丸木橋 昭和３５年完成の吊り橋 



洪水時の吊り橋（平成１１年） 平成１２年完成の工事用橋梁 

銚
子
ノ
口
の
「
幻
の
橋
」 

　
昭
和
三
十
五
年
に
は
、
滝
坂
地
区
の
ほ
ぼ
全
域
で
大
規
模
な
地
す
べ
り
が
発

生
し
、
笹
川
は
押
し
出
さ
れ
た
土
砂
で
閉
塞
し
、
あ
ふ
れ
た
水
で
付
近
は
沼
に

な
り
ま
し
た
。 

　
昭
和
五
十
三
年
に
は
、
笹
川
に
面
す
る
、
馬
頭
観
音
周
辺
の
道
路
が
洪
水
に

よ
り
崩
落
し
通
行
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
は
、
吊
り
橋
も
老
朽

化
し
重
量
制
限
さ
れ
、
更
に
長
年
地
す
べ
り
の
押
し
出
し
土
砂
等
が
川
底
に
堆

積
し
た
た
め
、
川
幅
が
狭
ま
り
洪
水
の
度
に
吊
り
橋
は
「
浮
き
橋
」
に
な
り
、

流
木
や
ゴ
ミ
が
吊
り
橋
に
引
っ
か
か
り
そ
の
撤
去
に
大
変
苦
労
し
て
き
た
訳

で
す
。 

　
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
地
元
で
は
永
久
橋
の
建
設
を
関
係
機
関
に
切
に
要
望
し

た
結
果
、
二
十
年
来
の
願
い
が
か
な
っ
て
建
設
省
阿
賀
野
川
工
事
事
務
所
（
現
国

土
交
通
省
阿
賀
野
川
河
川
事
務
所
）
が
工
事
用
の
道
路
橋
と
し
て
架
橋
す
る
こ

と
と
な
り
、
平
成
十
二
年
五
月
十
七
日
、
め
で
た
く
地
元
親
子
三
代
夫
婦
を
先

頭
に
渡
り
初
め
が
行
わ
れ
、
滝
坂
橋
が
開
通
し
た
の
で
す
。 

    

　
江
戸
時
代
、
米
沢
や
喜
多
方
か
ら
越
後
に
行
く
場
合
、
又
は
反
対
の
場
合

ど
う
し
て
も
柴
崎
と
野
尻
の
舟
場
か
ら
阿
賀
川
を
舟
で
渡
っ
て
行
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
従
っ
て
、
こ
の
川
に
橋
を
架
け
れ
ば
極
め
て
便
利
に
な
る

と
考
え
る
の
は
当
然
で
、
川
幅
の
も
っ
と
も
狭
く
な
る
銚
子
ノ
口
に
目
が
付
け
ら

れ
た
訳
で
す
。 

　
文
政
六
年
（
一
八
二
三
年
）、
三
方
村
（
現
高
郷
村
）
の
唐
橋
新
十
郎
が
銚

子
ノ
口
に
架
橋
（
有
料
）
を
出
願
し
ま
し
た
が
、
橋
が
出
来
れ
ば
柴
崎
の
舟
場

や
上
、
下
野
尻
の
宿
場
が
大
打
撃
を
受
け
る
こ
と
か
ら
関
係
者
か
ら
補
償
を
要



地
す
べ
り
対
策
工
事
等 

求
さ
れ
、
断
念
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。 

　
そ
の
二
十
九
年
後
の
嘉
永
五
年
に
は
、
誰
か
ら
も
文
句
の
出
な
い
柴
崎
の
舟

場
か
ら
上
野
尻
に
「
船
橋
」
で
の
架
橋
を
工
事
費
百
三
十
両
を
借
り
て
願
い
出
、

橋
銭
を
も
っ
て
返
済
す
る
計
画
で
工
事
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
完
成

直
前
に
な
っ
て
大
風
が
吹
き
、
船
を
繋
い
で
あ
っ
た
仮
綱
が
吹
き
切
れ
、
船
十
一

艘
ほ
か
全
て
が
流
出
し
て
し
ま
い
大
打
撃
を
受
け
た
訳
で
す
。 

　
百
三
十
両
の
返
済
に
困
っ
た
唐
橋
新
十
郎
は
、
再
度
銚
子
ノ
口
の
架
橋
願
い

を
藩
庁
に
提
出
し
ま
し
た
が
、
恐
ら
く
こ
の
た
び
も
執
念
は
実
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。 

　
そ
の
後
、
明
治
二
十
八
年
八
月
、
地
元
の
人
々
に
よ
っ
て
建
設
費
約
三
千
八
百

円
を
も
っ
て
銚
子
ノ
口
架
橋
の
許
可
願
が
県
令
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
請
願
者

に
は
文
政
六
年
の
架
橋
願
時
に
反
対
し
た
上
野
尻
等
の
人
た
ち
も
含
ま
れ
、
県

令
は
こ
れ
を
許
可
し
着
工
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
橋
桁
を
中
央

で
連
結
し
た
所
で
落
橋
し
、
文
政
六
年
以
来
の
悲
願
は
や
は
り
「
幻
の
橋
」
に

終
わ
っ
た
訳
で
す
。
（
資
料
６
「
銚
子
ノ
口
架
橋
設
計
図
」
参
照
） 

    

　
昭
和
三
十
三
年
に
滝
坂
が
「
地
す
べ
り
防
止
区
域
」
に
指
定
さ
れ
、
福
島

県
喜
多
方
建
設
事
務
所
に
よ
り
対
策
工
事
が
行
わ
れ
て
き
た
訳
で
す
が
、
日
本

で
も
有
数
の
規
模
の
大
き
さ
か
ら
、
平
成
八
年
度
か
ら
は
国
（
当
時
建
設
省
）

直
轄
で
対
策
工
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
工
事

を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
と
、 

 

銚子ノ口刎橋略絵図 
（上野尻・石本雄也家蔵） 

銚子ノ口（下流） 



 

　
◆ 

笹
川
排
水
ト
ン
ネ
ル
工
事 

◆ 

 

　
こ
の
工
事
は
、
地
す
べ
り
に
よ
り
閉
塞
し
た
笹
川
の

水
を
排
水
ト
ン
ネ
ル
で
阿
賀
川
に
排
出
し
、
洪
水
時
の

被
害
を
避
け
よ
う
と
し
て
計
画
し
た
も
の
で
、
平
成
元

年
に
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。 

　
ト
ン
ネ
ル
ル
ー
ト
上
の
地
質
が
「
川
底
」
と
い
わ
れ

る
昔
の
河
川
敷
の
た
め
、
玉
石
や
砂
利
が
多
く
極
め
て

困
難
な
工
事
と
な
り
ま
し
た
が
、
一
年
半
か
け
て
長
さ

約
百
七
十
メ
ー
ト
ル
の
ト
ン
ネ
ル
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。 

 

　
◆ 

湯
出
野
排
水
路
工
事 

◆ 

 

　
平
成
二
年
当
時
、
地
す
べ
り
に
よ
り
大
石
出
口
、
湯

出
野
沢
に
大
規
模
な
池
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
池
の
水

が
各
沢
づ
た
い
に
流
出
し
、
あ
ち
こ
ち
の
沢
で
水
溜
り

が
多
数
で
き
た
訳
で
す
。
も
し
、
こ
の
水
が
地
下
に
浸

透
す
れ
ば
地
す
べ
り
を
引
き
起
こ
す
要
因
に
成
り
か
ね

な
い
の
で
、
排
水
工
事
を
要
望
し
、
大
石
出
口
か
ら
湯

出
野
奥
の
田
ま
で
、
沢
の
表
面
に
コ
ル
ゲ
ー
ト
排
水
路

を
設
置
し
排
水
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

　
◆ 

袖
ノ
沢
排
水
ト
ン
ネ
ル
工
事 

◆ 

  
 

袖
ノ
沢
排
水
ト
ン
ネ
ル
は
平
成
六
年
か
ら
七
年
に
、

笹川排水トンネル（平成１３年８月撮影） 湯出野排水路（平成１４年撮影） 



沼
田
の
畑
地
よ
り
袖
ノ
沢
に
向
か
っ
て
施
工
さ
れ
、
そ

の
長
さ
は
約
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
で
す
。 

　
工
事
は
ト
ン
ネ
ル
抗
口
で
あ
る
沼
田
の
畑
地
の
広
場

を
借
地
し
、
生
コ
ン
プ
ラ
ン
ト
を
建
設
。
ト
ン
ネ
ル
掘

削
ズ
リ
の
搬
出
や
人
員
輸
送
に
は
ト
ロ
ッ
コ
電
車
を
使

用
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
十
二
年
に
は
ト
ン
ネ
ル
坑

内
に
照
明
が
取
り
付
け
ら
れ
、
一
般
の
人
た
ち
も
ト
ン

ネ
ル
坑
内
を
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

　
◆ 

国
の
直
轄
事
業
化
に
伴
う
着
工
式 

◆ 

 

　
平
成
九
年
十
月
二
十
二
日
、
滝
坂
地
す
べ
り
事
業

直
轄
事
業
の
着
工
式
が
、
直
轄
と
し
て
最
初
の
工
事
で

あ
る
「
下
沢
の
目
集
水
井
Ｗ
‐
１
工
事
」
現
場
で
盛
大

に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
出
席
者
は
地
元
選
出
国
会

議
員
を
始
め
、
新
潟
、
福
島
両
県
知
事
、
阿
賀
川
及

び
阿
賀
野
川
沿
川
の
市
町
村
長
や
議
会
議
員
、
阿
賀

野
川
工
事
事
務
所
職
員
、
地
元
関
係
者
な
ど
お
よ
そ

百
名
を
数
え
ま
し
た
。 

　
式
典
会
場
入
り
口
の
道
路
に
は
、
杉
の
葉
を
利
用

し
て
作
っ
た
門
柱
を
建
て
て
来
賓
を
迎
え
た
ほ
か
、
こ

の
日
を
記
念
し
て
、
地
元
新
郷
小
学
校
の
児
童
や
地

元
住
民
に
よ
る
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
が
現
地
に
埋
設
さ
れ

ま
し
た
。 

 

直轄事業着工式 

タイムカプセル埋設 

袖ノ沢排水トンネル（平成１２年撮影） 



お
わ
り
に 

W‐３ 集水井 

W‐３ 集水井内部 

 

　
◆ 

下
沢
の
目
集
水
井
工
事 

◆ 

 

　
平
成
十
年
に
下
沢
の
目
集
水
井
Ｗ
‐
１
か
ら
Ｗ
‐
５
が
完
成
し
、
集
水
し
た

地
下
水
を
笹
川
に
排
水
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
中
で
も
Ｗ
‐
３
集
水
井

が
一
番
深
く
約
六
十
一
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
こ
こ
を
現
場
見
学
の
場
所
と
し
て
東

屋
や
周
辺
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
一
連
の
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
で
、

地
元
住
民
は
安
心
し
て
生
活
出
来
る
日
々
に
大
変
感
謝
を
し
た
も
の
で
す
。 

    

　
盛
り
だ
く
さ
ん
の
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
に
は
真
剣
に
聞
い
て
い
た
だ

き
、
何
か
し
ら
心
に
残
っ
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
話
が
地
元
に
暮
ら
す

人
た
ち
や
、
地
す
べ
り
対
策
事
業
に
携
わ
る
人
た
ち
に
少
し
で
も
役
に
立
て
ば

あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

　
現
在
、
滝
坂
地
す
べ
り
対
策
事
業
は
進
捗
中
で
す
が
、
地
元
と
し
て
は
「
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
滝
坂
」
が
一
日
も
早
く
来
る
こ
と
を
願
っ
て
私
の
話

を
終
わ
り
ま
す
。 

注
：
本
文
は
、
平
成
十
五
年
八
月
六
日
「
キ
ャ
ン
プ
砂
防
ｉｎ
阿
賀
野
」
に
お
け
る
佐
藤
百
太
郎

氏
の
講
話
内
容
を
中
心
に
、
関
連
文
献
な
ど
か
ら
の
資
料
を
追
加
編
集
し
た
も
の
で
す
。  

  

　
　 

佐
藤
百
太
郎
氏 

新
郷
村（
現
西
会
津
町
）大
字
豊
洲 

字
滝
坂
生
ま
れ
七
十
九
歳 

昭
和
十
九
年
喜
多
方
義
塾
卒 



昭和３４年移転当時の孫目集落 

上沼（旧沼跡） 



資料 1　滝坂地すべりによる住宅移転の経緯 

三年林 
１軒 

宮ノ前 
１軒 

三年林 
１軒 

西稲場 
４軒 

常盤 
１軒 

常盤 
１軒 

常盤 
４軒 

常盤 
５軒 

常盤 
４軒 

常盤 
２軒 

引牧 
１軒 

引牧 
５軒 

引牧 
４軒 

引牧 
１軒 

引牧 
２軒 

上沼 
１軒 

上沼 
５軒 

阿賀川 

笹
　
川 

孫目 
１１軒 

常盤 
１軒 

明治３８年の地すべりを契機に移転 
移転前の居住地 

移転１回目の居住地 

移転２回目の居住地 

現在の居住地 

昭和２４年の地すべりを契機に移転 

昭和３３年の地すべりを契機に移転 

凡　例 

資
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資料 2　新郷村字滝坂の一大惨害　新郷村大字豊洲字滝坂に発生した大災害についての報告 
    

　
こ
と
の
始
ま
り
は
、
八
月
八
日
頃
に
滝
坂
地
区
の
周
辺

に
沿
っ
て
発
生
し
た
大
規
模
な
地
割
れ
で
あ
り
、
そ
の
地

割
れ
は
、
阿
賀
川
河
岸
よ
り
五
十
嵐
藤
吉
宅
裏
側
の
角

を
通
っ
て
、
佐
藤
新
之
介
宅
裏
の
土
蔵
下
を
抜
け
、
五
十

嵐
政
次
宅
及
び
土
蔵
下
を
通
っ
て
、
佐
藤
平
松
宅
の
一
部

と
、
佐
藤
熊
吉
宅
の
西
側
隅
を
通
り
、
再
び
阿
賀
川
下

流
の
河
岸
ま
で
達
す
る
も
の
だ
っ
た
。 

　
こ
の
地
割
れ
に
対
し
滝
坂
の
集
落
民
は
、
対
策
協
議
会

を
開
き
、
検
討
を
重
ね
た
が
、
”除
（
の
ぞ
く
）
“の
日
に
移

転
を
決
め
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
今
後
三
年
間
は
永
地

で
は
な
い
が
様
子
を
見
る
事
と
な
っ
た
。 

　
と
こ
ろ
が
そ
の
後
も
変
動
は
続
き
、
去
る
九
月
十
四
日

よ
り
一
週
間
に
渡
っ
て
降
り
続
い
た
雨
に
よ
っ
て
地
割
れ
は

急
激
に
変
動
し
、
そ
の
震
動
で
家
屋
は
音
を
立
て
て
軋
み
、

割
れ
目
は
四
尺
か
ら
五
、
六
尺
（
約
一
・
二
〜
一・
五
、
一・
八

メ
ー
ト
ル
）
の
断
層
と
な
り
、
土
地
の
陥
没
、
地
層
の
陥

落
は
次
第
に
そ
の
規
模
を
増
し
、
遂
に
は
（
阿
賀
川
）下

流
側
に
向
か
っ
て
滝
坂
地
区
一
帯
が
、
滑
り
落
ち
る
様
な

状
態
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
亀
裂
の
あ
ち
こ
ち
か

ら
流
出
す
る
濁
水
や
泥
土
の
為
、
付
近
一
帯
の
家
屋
は
傾

き
、
床
、
壁
は
剥
が
れ
落
ち
、
そ
の
惨
状
は
言
語
を
絶
す

る
も
の
で
あ
り
、
被
害
は
佐
藤
寅
吉
宅
を
除
く
滝
坂
全

戸
に
及
ん
だ
。   

　
こ
の
ま
ま
で
は
集
落
の
百
名
余
り
の
命
と
財
産
が
、
こ

の
流
れ
出
し
た
土
砂
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
も
の
と
、

村
の
年
寄
り
や
女
子
供
が
悲
嘆
に
暮
れ
る
一
方
で
、
男
達

は
昼
は
家
々
の
家
財
や
収
穫
し
た
米
穀
等
の
運
び
出
し
、

夜
は
各
戸
の
警
戒
に
当
る
な
ど
、
ま
さ
に
東
奔
西
走
の
状

態
だ
っ
た
。 

　
こ
の
様
な
状
況
を
伝
え
る
と
し
て
、
最
悪
の
状
態
は
免

れ
つ
つ
も
、
こ
の
惨
状
、
光
景
は
痛
ま
し
く
、
言
葉
で
語

り
尽
く
す
こ
と
は
到
底
難
し
い
も
の
で
あ
る
。 

　
こ
の
事
態
に
（
新
郷
村
）
村
会
議
員
の
有
志
が
集
ま
り

相
談
の
結
果
、
応
急
対
策
と
し
て
同
村
内
よ
り
滝
坂
集

落
各
戸
に
人
夫
（
作
業
員
）五
人
と
縄
五
百
尋
（
一
尋
＝
六

尺
、
約
九
百
メ
ー
ト
ル
）
ず
つ
を
拠
出
し
、
救
済
に
充
て
よ

う
と
す
る
も
、
地
盤
の
急
激
な
変
動
は
元
よ
り
、
滝
坂
は

山
間
部
の
僻
地
で
あ
り
、
小
集
落
で
あ
る
た
め
に
、
近
く

の
他
集
落
ま
で
は
十
数
町
（
一
町
＝
六
十
間
＝
約
百
九
メ
ー

ト
ル
、
約
一
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
と
離
れ
て
お
り
又
、
近
隣

に
は
住
宅
地
と
な
る
土
地
も
無
い
為
、
村
民
の
中
に
は
、

遠
く
滑
沢
、
柴
崎
の
両
集
落
ま
で
家
財
を
運
ぶ
者
や
、
数

町
（
約
数
百
メ
ー
ト
ル
）
離
れ
た
山
林
に
、
一
時
的
な
仮
小

屋
を
作
る
者
が
い
た
。 

　
ど
ち
ら
に
し
て
も
遠
距
離
の
上
に
、
道
が
険
し
い
為
、

家
財
の
運
搬
は
容
易
で
は
な
く
、
拠
出
さ
れ
た
人
夫
や
資

材
だ
け
で
は
到
底
間
に
合
わ
な
い
の
で
、
村
民
総
出
で
移

転
に
協
力
し
て
も
ら
い
、
尚
も
足
ら
な
い
場
合
に
至
っ
て
は
、

他
の
町
村
の
協
力
を
仰
い
で
は
ど
う
か
と
目
下
、
協
議
中

で
あ
る
。 

　
ち
な
み
に
、
こ
の
滝
坂
集
落
一
帯
の
土
地
の
形
成
、
地

層
、
土
質
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
東
、
西
、
北
の
三
方
向
が

山
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
南
側
一
帯
が
阿
賀
川
に

面
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
山
腹
の
断
層
は
落
下
に
よ
っ
て

出
来
た
こ
と
の
証
で
あ
り
、
又
、
山
腹
か
ら
河
岸
に
至
る
傾

斜
と
、
起
伏
に
富
ん
だ
地
層
は
極
め
て
複
雑
な
状
態
で
、

し
か
も
、
土
質
は
火
山
灰
ら
し
き
も
の
を
含
ん
で
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
遠
い
昔
に
起
き
た
崩
壊
の
跡
が
、
今

現
在
も
崩
れ
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。 

　
そ
し
て
河
岸
に
あ
る
岩
石
は
、
極
め
て
脆
い
上
に
縦
横

に
罅
（
ひ
び
）
が
入
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
泥
土
を
排
出
し

て
い
る
。 

　
こ
の
状
態
か
ら
、
集
落
の
背
後
の
字
上
沼
と
呼
ば
れ
る

高
所
の
溜
め
池
及
び
、
水
田
よ
り
水
が
少
し
ず
つ
河
岸
に

向
か
っ
て
流
出
、
所
々
に
水
た
ま
り
と
な
り
浸
透
し
、
や

が
て
地
下
水
と
な
り
、
そ
れ
が
溜
ま
っ
て
遂
に
は
出
口
を

求
め
て
河
岸
に
泥
土
と
し
て
流
出
し
、
そ
れ
が
数
百
年
の

間
に
少
し
ず
つ
地
下
の
ひ
び
割
れ
を
大
き
く
し
、
そ
の
結

果
と
し
て
今
日
の
土
地
の
陥
没
、
地
層
の
陥
落
と
な
り
、

こ
の
度
の
災
害
と
な
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。 

　
こ
の
文
章
は
、
被
害
に
遭
っ
た
滝
坂
集
落
及
び
新
郷
村

内
の
人
々
の
証
言
、
又
各
紙
新
聞
に
記
載
さ
れ
た
記
事
に

基
づ
い
て
、
新
郷
村
村
長
五
十
嵐
卯
之
吉
が
書
い
た
も
の

で
あ
る
。 

明
治
三
十
八
年
十
一
月
十
四
日 

 

＊
本
文
は
原
文
を
現
代
用
語
に
わ
か
り
や
す
く
し
た
も
の
で
す
。 

 

※
注
１
　
除
（
の
ぞ
く
） 

暦
注
十
二
直
の
う
ち
の
ひ
と
つ
。
暦
注
と
は
古
暦
（
仮
名
暦
）

に
記
さ
れ
た
日
々
の
吉
凶
の
事
で
、
「
除
」
は
煤
払
い
、
祭
礼

に
は
吉
、
婚
礼
・
移
転
は
凶
と
さ
れ
て
い
た
。  

※
注
２
　
永
地 

永
代
知
行
の
領
地
。
永
久
的
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
、
若
し
く
は
、
所
有
す
る（
で
き
る
）土
地
の
意
と
思
わ
れ
る
。 

新
郷
村
字
滝
坂
の
一
大
惨
害 

新
郷
村
大
字
豊
洲
字
滝
坂
に
発
生
し
た 

大
災
害
に
つ
い
て
の
報
告 ※

注
１ 

※
注
２ 
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資料 3　地すべりによる荒廃状況 

昭和２２年撮影 

昭和３７年撮影 



資
料
　
4

資料 4　昭和２４年地すべり当時の日記 

注）本文は当時の日記を、後日佐藤百太郎氏が記録し直したものである。 

現
在
は
地
す
べ
り
の
進
行
に
よ
り 

こ
の
山
は
現
存
し
な
い
。 

地すべりによる「袖ノ沢の地割れ」進行状況（昭和３３年） 
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資料 5　滝坂地すべり関係年表 

　
和
暦
年  

文
政
六
年 

嘉
永
五
年 

嘉
永
六
年 

明
治
二
一
年 

  明
治
二
八
年 

明
治
三
八
年 

   
昭
和
二
〇
〜
二
三
年 

  昭
和
二
四
年 

    昭
和
三
〇
年 

昭
和
三
三
年 

    昭
和
三
五
年 

    昭
和
四
〇
〜
四
四
年 

昭
和
四
五
年 

 

昭
和
四
五 

〜
四
九
年  

  昭
和
五
三
年 

  昭
和
五
四
年 

昭
和
五
八
年 

昭
和
六
一
年 

平
成
元
年 

平
成
二
年 
  平

成
四
年 

平
成
六
年 

  平
成
八
年 

平
成
一
〇
年 

平
成
一
二
年 

  平
成
一
四
年 

平
成
一
六
年 

　 

西
暦
年 

 

一
八
二
三 

 

一
八
五
二 

 

一
八
五
三 

 
一
八
八
八 

    

一
八
九
五 

 

一
九
〇
五 

 

　 

  

一
九
四
五
〜
一
九
四
八 

   

一
九
四
九 

     

一
九
五
五 

 

一
九
五
八 

     

一
九
六
〇 

      

一
九
六
五
〜
一
九
六
九  

 

一
九
七
〇  

  

一
九
七
〇
〜
一
九
七
四 

    

一
九
七
八 

   

一
九
七
九 

 

一
九
八
三 

 

一
九
八
六 

 

一
九
八
九 

 

一
九
九
〇 

   

一
九
九
二 

 

一
九
九
四 

   

一
九
九
六 

 

一
九
九
八 

 

二
〇
〇
〇 

   

二
〇
〇
二 

 

二
〇
〇
四 

　
　
　
　
　
　
　
　
地
す
べ
り
関
係
事
項 

   

松
坂
地
区
南
部
に
地
す
べ
り
が
発
生
、
耕
地
の
一
部
が
荒
廃
。
そ
の
後

次
第
に
鎮
静
し
た
。 

 

常
盤
地
区
一
帯
に
地
す
べ
り
が
発
生
。
大
小
の
亀
裂
が
発
生
し
多
数
の
住

宅
が
傾
動
破
壊
さ
れ
る
。 

常
盤
地
区
一
帯
の
緩
慢
な
地
す
べ
り
活
動
は
続
き
、
上
沼
に
移
転
し
た

住
宅
も
被
害
を
受
け
て
い
た
。 

二
月
二
七
日
、
激
し
い
音
と
と
も
に
、
松
坂
地
区
一
帯
に
地
す
べ
り
が
発

生
。
そ
の
範
囲
は
南
北
八
〇
〇
ｍ
、
最
大
幅
一
五
〇
ｍ
で
田
畑
約
六
ヘ
ク

タ
ー
ル
が
荒
廃
。 

 
地
す
べ
り
に
よ
り
引
牧
地
区
住
宅
地
に
地
割
れ
等
発
生
。 

地
す
べ
り
防
止
区
域
に
指
定
さ
れ
る
。 

 

滝
坂
地
す
べ
り
防
止
区
域
の
ほ
ぼ
全
域
（
六
七
％
）で
地
す
べ
り
が
発
生
。 

高
さ
三
〇
〜
四
〇
ｍ
の
丘
陵
が
割
れ
、
深
さ
三
〇
ｍ
程
度
の
亀
裂
が
多
数

発
生
し
た
。  

地
す
べ
り
活
動
が
や
や
緩
慢
と
な
る
。 

 

昭
和
四
四
年
八
月
の
集
中
豪
雨
で
地
す
べ
り
活
動
が
活
発
化
。
阿
賀
川

河
岸
部
の
隆
起
が
顕
著
。
笹
川
河
道
が
押
し
出
し
土
砂
で
閉
塞
。 

      

地
す
べ
り
に
よ
り
大
石
出
口
、
湯
出
野
沢
に
池
が
出
現
。
水
が
沢
づ
た
い

に
流
出
す
る
。 

 

袖
の
沢
、
沼
田
地
区
を
中
心
に
地
す
べ
り
が
発
生
。
阿
賀
川
に
土
砂
が

流
出
す
る
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
宅
移
転
・
地
す
べ
り
対
策
工
事
・
そ
の
他
関
連
事
項 

三
方
村
（
現
高
郷
村
）
肝
煎
の
親
唐
橋
新
十
郎
が
銚
子
ノ
口
に
架
橋
を
出
願
し
た
が
、
補
償
問
題
で
断
念
。 

唐
橋
新
十
郎
が
柴
崎
舟
場
か
ら
上
野
尻
へ
船
橋
を
架
橋
。
完
成
直
前
に
大
風
で
全
て
流
出
。 

唐
橋
新
十
郎
が
再
び
銚
子
ノ
口
に
架
橋
を
出
願
。 

  

地
元
有
志
が
銚
子
ノ
口
に
架
橋
を
出
願
。
完
成
直
前
に
落
橋
。 

明
治
三
八
年
か
ら
五
〜
六
年
か
け
て
常
盤
地
区
か
ら
引
牧
地
区
へ
四
軒
、
上
沼
地
区
へ
六
軒
、
宮
ノ
前
地
区
へ
一
軒
移
転
。 
   

昭
和
二
四
年
か
ら
二
六
年
に
常
盤
地
区
か
ら
引
牧
地
区
へ
二
軒
、
西
稲
場
地
区
へ
四
軒
、
三
年
林
地
区
へ
一
軒
移
転
。

上
沼
地
区
か
ら
三
年
林
地
区
へ
一
軒
、
引
牧
地
区
へ
五
軒
移
転
。
宮
ノ
前
地
区
か
ら
引
牧
地
区
へ
一
軒
移
転
。  

 

笹
川
に
丸
木
橋
（
笹
川
橋
）
架
橋
。 

大
洪
水
で
笹
川
橋
落
橋
。
町
に
橋
の
設
置
を
要
望
。 

昭
和
三
三
年
か
ら
三
六
年
に
引
牧
地
区
か
ら
孫
目
地
区
に
十
一
軒
移
転
。 

福
島
県
が
地
す
べ
り
防
止
対
策
工
事
に
着
手
。  

笹
川
に
吊
り
橋
架
橋
。 

   

銚
子
ノ
口
左
岸
の
ワ
ラ
ダ
石
撤
去
。
除
却
岩
石
を
右
岸
に
地
す
べ
り
の
押
さ
え
と
し
て
盛
土
。 

  

笹
川
に
面
す
る
馬
頭
観
音
付
近
の
道
路
が
崩
落
。
通
行
止
め
と
な
る
。  

八
月
に
阿
賀
野
川
工
事
事
務
所（
現
阿
賀
野
川
河
川
事
務
所
）
で
「
滝
坂
地
す
べ
り
検
討
会
」
が
開
催
さ
れ
る
。 

滝
坂
地
す
べ
り
調
査
五
カ
年
計
画
が
建
設
省
土
木
研
究
所
の
指
導
に
よ
り
策
定
さ
れ
る
。 

十
二
月
に
第
一
回
「
滝
坂
地
す
べ
り
技
術
検
討
会
」
が
開
催
さ
れ
る
。 

北
部
ブ
ロ
ッ
ク
を
含
め
た
全
域
の
調
査
、
対
策
工
事
に
着
手
す
る
。 

笹
川
排
水
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
着
手
。 

消
防
施
設
統
合
祝
賀
会
が
開
催
さ
れ
る
。 

 「
滝
坂
地
す
べ
り
防
止
対
策
検
討
会
」が
開
催
さ
れ
、
集
水
井
と
排
水
ト
ン
ネ
ル
工
を
基
本
と
す
る
対
策
方
針
を
決
定
。 

  

建
設
省
（
現
国
土
交
通
省
）の
直
轄
事
業
と
な
る
。 

八
月
の
集
中
豪
雨
で
笹
川
が
増
水
。
流
出
流
木
等
が
吊
り
橋
や
笹
川
排
水
ト
ン
ネ
ル
呑
口
に
堆
積
。 

下
沢
の
目
集
水
井
群
完
成
。 

笹
川
に
工
事
用
の
橋
梁
（
滝
坂
橋
）が
架
橋
さ
れ
、
五
月
十
七
日
に
渡
り
初
め
が
行
わ
れ
る
。 

七
月
の
台
風
６
号
に
よ
り
沼
田
排
水
路
被
災
。 

七
月
の
集
中
豪
雨
で
笹
川
が
増
水
。
笹
川
排
水
ト
ン
ネ
ル
被
災
。 



※
１
 

※
２
 

※
４
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資料 6　明治２８年 銚子ノ口架橋設計図 

※
３
 

※
１
 ：
 六
尺
間
ニ
テ
三
拾
間
 

※
２
 ：
 テ
ス
リ
間
ニ
テ
五
尺
間
ニ
テ
三
拾
六
間
 

※
３
 ：
 福
島
縣
岩
代
国
耶
麻
郡
豊
洲
村
ノ
内
旧
瀧
坂
分
 

阿
賀
川
筋
字
銚
子
ノ
口
架
　
イ
ツ
 

※
４
 ：
 拾
四
丈
弐
尺
壱
寸
差
渡
し
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資料 7　滝坂地すべり対策 

　滝坂地区では平成６年（１９９４）に袖ノ沢・沼田地区で地すべり活動が急速に活発化したため、平成８年度
（１９９６）から国の直轄事業として実施しています。平成１６年度までに下沢の目集水井群（５基）、大石出口集水
井群（４基）及び沼田護岸工を施工しました。 
　今後は、南部ブロックの常盤・沼田地区対策（表面排水路）、北部ブロックの松坂地区対策（排水トンネル、集
水井群、表面排水路工等）、大石西山地区対策（表面排水路、集水井群）、既存施設の機能改善を実施し、地す
べりに対する安全性を向上させます。 

地すべり防止施設位置図 

松
坂 

大
石
西
山 

湯
出
野
沢 

常
盤 

袖
の
沢 

沼
田 

引
牧 

下
沢
の
目 

大
石
出
口 

凡例 

地すべり地区区分 

排水トンネル工 

河川構造物 

斜面対策工 

横ボーリング工 

水路工 

集水井工 

０ １００ ２００ ４００m

Scale＝１：８,５００ 



　滝坂地すべりは、地中にある粘土など
の滑りやすい層を境に、その地面がズル
ズル動き出す地すべりです。地すべりの
移動は、長期間の雨や融雪による地下
水位の上昇等が原因で発生します。その
ため、集水井（井戸）や排水トンネルを
整備することで、地下水位を下げ、地す
べりの移動する力を弱めています。 

集水井 

排水トンネル 

地すべり対策施設の役割 

粘土層を境に 
地面が動き出すこと 

原因は雨 

地すべりとは 

地すべりの発生 

地すべり災害を防ぐ 

地中にある地下水を取り除き、地すべり災害を防ぎます。 

地
下
水
位
上
昇 もし、 

対策をしてなかったら… 

雨が降ると、地すべりが移動しようとする力が大きくなります。 

すべり面 

集水井 

排水トンネル 



阿賀川銚子ノ口と磐越西線のSL 
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