










　
ま
ず
岡
崎
さ
ん
が
注
目
し
た
の
は
、

セ
メ
ン
ト
瓦
。「
今
は
生
産
さ
れ
て
な
い
ん

だ
け
ど
、
日
本
瓦
の
か
わ
り
に
、
昭
和
三
、

四
十
年
代
に
流
行
っ
た
も
の
。
け
っ
こ
う

惣
川
で
は
よ
く
見
る
ね
。
コ
ン
ク
リ
ー

ト
っ
て
永
久
構
造
物
的
な
登
場
の
仕
方

を
す
る
ん
や
け
ど
、
む
し
ろ
百
年
も
つ
か

も
た
な
い
か
っ
て
い
う
感
じ
で
、
普
通
の

瓦
の
方
が
強
い
。
水
が
セ
メ
ン
ト
に
浸
透

し
て
傷
む
ん
よ
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に

最
初
は
オ
レ
ン
ジ
と
か
緑
と
か
、
い
ろ
ん

な
色
の
ペ
ン
キ
を
塗
る
ん
や
け
ど
、
塗
り

替
え
さ
れ
な
い
と
傷
ん
で
い
く
」

　
続
い
て
、
曲
が
り
角
の
商
店
で
お
も
し

ろ
い
看
板
を
見
つ
け
ま
し
た
。

「
今
は
こ
う
い
う
ほ
う
ろ
う
の
看
板
は
見

な
い
ね
ぇ
。
塩
は
生
活
必
需
品
だ
か
ら

ね
ぇ
」「
こ
れ
も
懐
か
し
い
郵
便
ポ
ス
ト
。

も
と
は
こ
こ
が
郵
便
局
（
大
正
６
年
築
）

や
っ
た
ん
で
す
よ
。
今
は
下
の
県
道
沿
い

に
移
っ
て
る
け
ど
」

「
あ
ぁ
、
こ
の
建
具
だ
」

と
ま
た
何
か
を
見
つ
け
た
岡
崎
さ
ん
。

「
さ
っ
き
の
郵
便
局
だ
っ
た
建
物
も
、
以

前
は
こ
の
建
具
が
入
っ
て
た
ん
で
す
よ
。

窓
ガ
ラ
ス
の
割
付
を
、
二
枚
三
枚
四
枚

と
変
え
る
デ
ザ
イ
ン
。
あ
ち
こ
ち
で
見
る

の
で
ど
う
や
ら
大
正
か
ら
昭
和
初
期
く

ら
い
に
流
行
っ
た
よ
う
で
す
。

　
右
側
上
部
の
板
は
、
蔀
（
し
と
み
）
戸

の
名
残
や
ね
。
は
ね
上
げ
式
の
簡
易
雨

戸
み
た
い
な
も
の
で
す
。
こ
こ
は
、
蔀
戸

だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
持
ち
送
り
に
出
桁
づ

く
り
に
桟
（
さ
ん
・
建
具
の
枠
）
も
黒
く

塗
っ
て
あ
っ
て
、
全
て
が
整
っ
て
い
る
ね
」

　
昔
の
建
築
様
式
が
そ
の
ま
ま
残
る
建

物
と
の
出
会
い
に
、
盛
り
上
が
る
一
行
。

そ
こ
へ
「
ど
ち
ら
か
ら
見
え
ら
れ
た
ん
で

す
か
？
」
と
元
気
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
声

が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　
声
の
主
は
見
て
い
た
建
物
を
物
置
と

し
て
使
っ
て
い
る
、
石
井
美
恵
子
さ
ん
で

し
た
。
塩
小
売
所
の
ほ
う
ろ
う
看
板
が

あ
っ
た
お
店
は
石
井
さ
ん
の
お
店
だ
そ

う
で
す
。
石
井
さ
ん
に
集
落
の
昔
の
様

子
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

漂
う
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気

こ
こ
は
村
の
中
心
だ
っ
た

舟戸川沿いをくねくね走る県道野村柳谷線。その途中に惣

川公民館があります。公民館を過ぎてさらにグイ～ンと山を

上がっていくと、ぽっかりと空が開けて田んぼが広がる風景

が目に飛び込んできます。そして大きな茅葺屋根の土居家。 

山の中にこんなに立派なお屋敷があるのはなぜでしょう？

土居家の周りを岡崎さん、川澄さんと散策してみました。

惣川天神地区の土居家

標高 450m付近に水田が広がる惣川の奈良野地区

※土居家の駐車場に車を置いて歩きました。

野村町・惣川

山の上の集落をあるく。

P

土居家

旧郵便局

石井商店

湧水（共同用水）

湧水（共同用水）

ため池

ため池

山道

56

水利組合施設

亀裂のある擁壁

N

50m

持ち送り

出桁

持ち送りとは、桁などの突出
部分を支える部材のこと

古い建具（囲み部分） 蔀戸の名残り
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お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
別
れ
て
、
南
の
方
へ

歩
く
と
道
路
の
下
を
通
る
ト
ン
ネ
ル
が

あ
り
ま
し
た
。
取
材
当
日
は
３
０
℃
近

い
気
温
だ
っ
た
も
の
の
、
ト
ン
ネ
ル
の
中

は
ひ
ん
や
り
。
そ
の
ま
ま
進
ん
で
い
く
と
、

ト
ン
ネ
ル
の
壁
に
亀
裂
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
川
澄
さ
ん
の
解
説
。

「
実
は
、
こ
の
あ
た
り
が
な
だ
ら
か
な
地

形
な
の
は
、
過
去
に
大
規
模
な
地
す
べ
り

が
起
こ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
ト
ン
ネ
ル
が
作
ら
れ
た

後
も
土
地
が
ゆ
っ
く
り
と
動
き
続
け
て
い

る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
亀
裂
が
入
っ
て
い

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

　
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
、
道
の
下
か
ら

き
れ
い
な
水
が
湧
き
出
て
い
ま
し
た
。「
湧

水
は
地
下
水
が
地
表
に
出
て
き
た
も
の

で
す
。
地
す
べ
り
地
帯
は
岩
盤
に
亀
裂

が
多
く
入
っ
て
お
り
、
湧
水
が
よ
く
見
ら

れ
ま
す
」
と
川
澄
さ
ん
。

　
お
昼
ご
飯
を
は
さ
ん
で
、
今
も
土
地

が
動
い
て
い
る
様
子
を
確
認
で
き
る
別

の
場
所
へ
移
動
し
ま
し
た
。

　
川
澄
さ
ん
は
、
ジ
オ
パ
ー
ク
の
授
業
の

下
見
を
し
て
い
る
と
き
に
偶
然
、
ブ
ロ
ッ

ク
擁
壁
に
あ
る
こ
の
亀
裂
を
確
認
し
た

そ
う
で
す
。

「
こ
の
亀
裂
を
見
つ
け
た
時
、
さ
ら
に
地

面
が
動
い
て
崩
れ
て
い
る
箇
所
が
な
い
か

と
、
地
形
図
に
沿
っ
て
斜
面
を
登
っ
て
行

く
と
、
地
域
の
水
利
施
設
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」

　
文
献
に
あ
た
る
と
、
石
井
さ
ん
に
聞

い
た
通
り
、
こ
の
あ
た
り
に
は
昭
和
の
初

期
ま
で
様
々
な
お
店
が
並
ん
で
い
た
記

録
が
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
こ
ん
な
山
深
い
と
こ
ろ
に
、
に
ぎ

わ
う
村
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

問
い
に
、
岡
崎
さ
ん
、
川
澄
さ
ん
が
そ
れ

ぞ
れ
の
視
点
で
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

このあたりは、周囲に比べ

てなだらかな地形ですよね。

これも人が暮らしやすかっ

た理由じゃないですか。

藩政時代は、徒歩が主な移動手段で、峠道

がすごく発達していました。ここは伊予と土佐

を結ぶ往還（街道）で、物資の集散地として栄

えたんでしょう。大きな茅葺屋根の土居家は

惣川の庄屋宅で、行政の拠点だったんですよ。

石井美恵子さん

大正末期～昭和初期の土居家周辺 の略図

※『雲湧く村―惣川・土居家』（アトラス出版）より引用した図に

一部追記して掲載（原図は隈田勝巳氏作成）

あの看板はおばあさんの時代からじゃけん、もう80年と

いわんくらい店しよるんよ。今も塩とかたばことか売りよる

んですよ。もう私とこもこれ、180年くらい建っとる家に1

人で住んでるんですよ。もういけませない、みんな、おら

んようになってしもうて。 ひと昔前はここが村の中心でして

な、賑やかやったんですよ～。いろんなお店もあって。私もここ出身じゃないんですよ、長浜出身な

んですよ。開閉橋があるでしょ、あれの1つ手前のとこから、四男さんのところに嫁いで。夫は校長

までして、玉春日は教え子ですらい。なかなかですのよ。山の中で生活せんといけんもんは。子ど

もらのところに行ったらいいんですけど、やっぱり1人でここで呑気におる方がいいです。
亀裂が見られたトンネル

地元で盆川と呼ばれる湧水

地下水は水を通しにくい地層の上にたまり、

その面で地すべりが起こりやすくなる（すべり面）

県の地すべり防止区域に指定されていることを示す標柱も。

この土地で工事をする場合は、県知事の許可が必要になる。

囲った部分に亀裂が見られる山の中の水利施設からは多量の水が流れ出ていた

地下水
湧水

すべり面

地すべり地塊（ずり落ちた地面）

湧水
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