
   猿 尾 〔高梁市〕 

 高梁川の猿尾（水制施設）遺構について 

 「猿尾」とは堤防から河川に向かって設けられた蒲鉾状の堤で、流れの勢いを落とし堤防を守る

役割を担う。高梁市落合町近似地先、落合橋が架かる一級河川高梁川右岸にある「猿尾」は、築造

時期は不明だが江戸時代の築造と想定できる。全長約80mの巻石堤で平成の修復箇所の一部は切

石積である。                        参考：「高梁川の猿尾（水制施設）遺構について」高梁市教育委員会           

最優秀賞「猿尾の記憶」 浅 沼 郁 男 

  

高
梁
川
の
水
運
が
隆
盛
を
極
め
て
い
た
頃
、
川
岸
に
舟
を
係
留
し
、
荷
の
積
み
お
ろ
し
を
す
る
た

め
の
、
港
で
い
え
ば
波
止
場
に
あ
た
る
も
の
が
川
沿
い
の
村
々
に
必
ず
作
ら
れ
て
い
た
。 

 

角
錐
型
に
切
っ
た
ひ
と
か
か
え
程
の
花
崗
岩
を
、
大
量
に
す
き
間
な
く
き
っ
ち
り
組
ん
で
、
よ
ど

み
の
中
に
細
長
く
突
き
出
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
形
状
か
ら
「
猿
尾
」
と
呼
ば
れ
た
。 

 
 

 
 

高梁市落合町近似地先（落合橋、一級河川高梁川右岸） 

写真提供 高梁市教育委員会 

猿尾にまつわる少年の 

苦い悔恨が描かれる 



 祗 園 用 水 〔岡山市〕 

 岡山市街地から約4㎞北に祗園大樋があり、古田用水と新田用水に分

かれ、さらに分水を繰り返して旭川左岸を潤している。この物語の舞

台となった池は、祇園大樋で分水後すぐの部分で、フナなどが多く生

息しているようである。池の近くには江戸時代の大樋の仕組みを知る

模型がある。 

 また、古代には少し離れた国府市場（岡山市中区）辺りにあった国

府に都から国司が着任すると、国内の神社参拝をまとめて行うため 

備前総社宮が建てられた。この神社はこの池のすぐ近くにあり、江戸

時代に池田綱政が造営していたが、焼失後、再建された。       

               参考：『岡山市の地名』岡山市地名研究会           

備前総社宮 

優秀賞「くるり用水のかめんた」 小 薗 ミ サ オ 

祇園大樋 

 
 

 

河
川
敷
の
野
球
場
に
ぶ
つ
か
る
あ
た
り
で
、
大
き
な
空
っ
ぽ
の
川
が
、
東
南
の
方
へ
向
か
っ
て
い
る
の
が
、
洪
水
時
に
、

旭
川
放
水
路
と
な
る
百
間
川
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
り
過
ぎ
て
、
平
野
が
山
肌
に
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
あ
た
り
を
目
指
す
。

や
っ
て
来
た
そ
の
場
所
は
、
私
の
記
憶
通
り
に
今
日
も
釣
り
人
で
溢
れ
て
い
る
。
こ
こ
の
用
水
路
の
樋
門
は
ひ
ど
く
長
い
ト

ン
ネ
ル
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
上
に
あ
る
土
手
か
ら
一
目
で
辺
り
が
見
渡
せ
る
。
樋
門
を
す
り
抜
け
た
流
れ
は
、
泉
の
ご
と

く
水
面
に
せ
り
あ
が
る
よ
う
に
次
々
と
わ
き
上
が
り
、
さ
ら
に
そ
の
流
れ
を
中
心
と
し
て
、
左
右
に
ゆ
っ
た
り
と
大
き
く
、

く
る
り
と
渦
巻
く
流
れ
が
で
き
て
い
る
。
ま
る
で
大
き
な
池
の
よ
う
な
場
所
。
く
る
り
と
渦
巻
い
て
い
る
か
ら
、
く
る
り
用
水
。 

 
 

 
 

 
江戸時代の大樋の 
仕組みを知る模型  

釣りで出会う魚と人間

模様を描く 

２０２１年５月撮影 



 備前焼「手榴弾」〔備前市〕 

 太平洋戦争がはじまると、武器に使う鉄などの金属物資が不足していたため金属類は値上がり

し、全国各地の銅像や寺院の釣鐘や小学校のシンボル、二宮尊徳像なども供出させられた。そのう

え、鉄に似た堅牢な備前が陸軍の目にとまった。 

 戦時中、陸軍の参謀が備前にきて、窯元の組合に手榴弾の制作を命令した。当時一八軒あったと

いう窯元は仕方なくみんなつくらされたが、軍に納められる前に終戦となってしまった。 

 陸軍がこの備前焼手榴弾の爆発性能の検査を小学校の校庭でした時、一間四方に囲った五分板を

物凄い爆発力で打ち破り、水中検査では水煙を上げたそうだ。手榴弾はおおよそ四万個つくり、他

に陸軍の使う水筒（真鍮に似た色だったという）や皿もつくらされた。 

 …「戦後、伊丹の弾薬庫で備前焼の手榴弾がみつけられて、そのために進駐軍が伊部を偵察する

ことになった。それで、もしこの手榴弾がみつかったら『軍に協力した』ことになり、戦犯とみな

されてしまうから、今度は隠せ」といわれた…  

                  『やきもの魅せられて とことん備前』黒田草臣著 光芸出版より            

優秀賞「物原を踏みて」 吉 野  栄 

写真提供 岡山観光連盟 

 
 

 

そ
こ
で
見
せ
ら
れ
た
の
は
一
枚
の
写
真
だ
っ
た
。
外
国
製
の
手
榴
弾
が
一
個
だ

け
大
写
し
に
な
っ
た
白
黒
写
真
の
下
に
、
高
さ
二
寸
八
分
、
径
二
寸
四
分
と
だ
け

書
き
込
ん
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
大
人
が
片
手
で
つ
か
め
る
大
き
さ
だ
が
、
ま
る
で

提
灯
の
よ
う
に
丸
く
表
面
に
縦
横
数
本
の
溝
が
刻
ん
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
も
の

を
焼
物
で
三
百
個
作
れ
と
い
う
の
だ
。 

 
 

 

「
物
原

も
の
は
ら

」
と
い
う
場
所
が
あ
る
。
焼
物
の
産
地
で
は
窯
の
近
辺
に
失
敗
作
や
陶

片
を
埋
め
た
と
こ
ろ
を
そ
う
呼
ぶ
。
こ
の
伊
部
で
も
昔
大
き
な
窯
が
数
基
あ
り
、

そ
の
近
辺
を
掘
れ
ば
多
く
の
陶
片
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
陶
片
は
昔
の
備

前
焼
を
知
る
大
切
な
資
料
で
あ
り
、
今
の
陶
工
は
皆
そ
れ
で
勉
強
し
て
き
た
。 

「
わ
し
ら
は
物
原
を
作
り
ょ
う
る
ん
か
の
う
。
」 

 

木
箱
の
中
身
を
穴
に
投
じ
よ
う
と
し
た
と
き
、
喜
八
が
そ
う
言
っ
た
。
孝
夫
が

無
言
で
い
る
と
、 

「
物
原
じ
ゃ
。
珍
し
い
完
品
の
物
原
じ
ゃ
。
あ
と
で
掘
り
返
し
た
人
が
び
っ
く
り

す
る
わ
な
あ
。
」 

 

喜
八
は
そ
う
自
問
自
答
し
た
。 

備前焼職人である主人公の

孝夫と喜八が葛藤しながら

作った手榴弾 

備前市伊部の町並み 



選鉱場 

第十回 優秀賞「震える水」 
第十二回優秀賞「硬い水」 畔 地 里 美 

鉱滓煉瓦で造られた沈殿池（右）とシックナー

吉岡鉱山・遺構 〔高梁市成羽町〕 

 
 

 

「
硬
い
水
」
よ
り
（
第
十
二
回
） 

 

広
場
周
辺
へ
の
立
ち
入
り
は
危
険
だ
か
ら
と
学
校
で
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
私
た
ち
は

し
ば
し
ば
そ
こ
へ
登
っ
た
。
欠
け
た
赤
レ
ン
ガ
や
、
煙
道
で
あ
っ
た
ろ
う
半
壊
し
た
ト
ン

ネ
ル
と
か
、
円
形
の
貯
水
場
が
が
ら
ん
ど
う
で
放
置
さ
れ
て
い
た
。
周
囲
に
は
校
庭
よ
り

広
い
ド
べ
池
が
あ
り
、
灰
色
の
粘
土
が
天
気
具
合
に
よ
っ
て
ひ
び
割
れ
た
り
底
な
し
沼
に

変
貌
す
る
。
黄
土
色
の
山
肌
は
廃
土
を
流
し
た
跡
。
そ
の
斜
面
が
駱
駝
の
こ
ぶ
を
並
べ
た

よ
う
に
見
え
る
の
は
、
雨
水
で
溝
が
深
く
幾
本
も
刻
ま
れ
た
た
め
。
風
の
吹
き
よ
う
で
砂

塵
が
舞
え
ば
、
私
た
ち
に
は
月
光
仮
面
ご
っ
こ
の
背
景
に
な
っ
た
。 

貯水場 

写真提供 小西 伸彦氏 

 
 

 

「
震
え
る
水
」
よ
り
（
第
十
回
） 

 

婿
に
入
っ
た
先
は
、
川
上
郡
成
羽
町
坂
本
（
旧
吹
屋
町
）
、
こ
こ
に
は
古
く
か
ら
の
銅

山
が
あ
っ
た
。
… 

 

 

よ
く
よ
く
鉱
夫
の
仕
事
を
す
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
た
よ
う
だ
。
富
士
男
は
、 

村
の
男
た
ち
が
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
鉱
夫
と
し
て
働
き
始
め
た
。 

 

経
験
と
頑
強
な
体
軀
が
も
の
を
い
い
、
富
士
男
は
た
ち
ま
ち
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
。 

一
級
鉱
夫
と
し
て
、
給
金
も
割
高
な
額
を
も
ら
え
た
。 

 
 
 
 

 
 

 
 吉岡鉱山は住友と三菱の財閥形成、ベンガラ産業に大きく貢献しました。大同2年(807)銀山と

して始まり、応永10年(1403)ごろ銅山になったといわれていますが、戦国時代以前の歴史は謎

のままです。石見銀山ともつながりのある鉱山ですが、鉱山名には変遷の歴史があり「吉岡」にも

諸説があります。三菱商会は明治6年(1873)、吹屋小学校付近で操業を始め同26年(1893)、坂

本に主要施設を移しました。岡山県最初の水力発電所を建てたのも吉岡鉱山です。笹畝坑道は見学

施設として公開されていますが、坂本には坑道や選鉱場跡、トロッコを通すための拱渠、煙道、鉱

滓煉瓦で造られたシックナーや沈殿池などの遺構があります。 解説 小西 伸彦氏 

主人公富士男が働いていた鉱山 

鉱山の町で過ごした子ども時代

を描く 


	猿尾の記憶パネル１０回
	くるり用水のかめんたパネル１０回
	物原を踏みて説明パネル１０回（HP)
	硬い水・震える水パネル（１０・１２）２

