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6．5　戦国の 遺産 ・ 佐々 堤

6．　5　Historical　Legacy　of　Sengoku 　Age
，

“
Sassa　River　Levee”

　　　　　遠 藤 和 子 （え ん どう か ず こ ）

作家 （「物語　佐 々 成政 」

「

佐 々 成政一
悲運 の 知将の 実像一

」 な どの 著者）

1． 佐　々　堤

　富山県 の ほ ぼ中央 を北流 しなが ら富山湾に 入 る常

願 寺川 は ， 我 が 国屈指 の 急流荒廃河川 と し て 知 られ

て い る 。

　明治初期， 政府の 招 き で来 目 し た治水，砂防 の 権

威者 ヨ ハ ネス ・デ ・レ ー
ケ （オ ラ ン ダ人）が ， 治水

工 事指導の た め に来県 した折 り， こ の 川 を見 て 「こ

れ は川で は な い
。 滝だ 」 と評 し た とい う。

　 こ の 常願寺川 の 中流左岸 ， 地鉄上 滝駅か ら東 に 向
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か っ て ま っ す ぐ延 び て い る 道を 7 ， 8 分歩 くと， 常
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じよう さい

願寺川 の 土手手前 に ある 常西合 口用水に突き当た る。

こ の 用水 の 前 に 立 っ て 川下 を見下 ろ す。 する と， 川

床 を斜め に横切 っ て い る 巨石 の 群れ が目に入 る 。 土

中深 く め り込 ん で い る が
， 現 れ て い る部分を見 ただ

けで ， 8 人力は 要する と思 わ れ る 巨石 ばか りだ 。 群

れ の 縁 の 方に は ，玉石 （径 18cm 程度 の 自然石 ）が

ぎ っ し りと敷 き詰め られ て い る。

　 どの 石 も水 に洗 わ れ ， 滑 らか な肌 を見せ て い る。

緩や か に うね っ て きた流れ が ， こ の揚所 に くる と，

躍 り上が る よ うに盛 り上が っ て はす べ るよ うに流れ

て い く （ロ絵写真
一12）。

　 こ れ が 410 年前 ， 越 中に 入 国 し た ば か りの 佐 々 成

政 が 築い た大石堤，佐 々 堤 の 馬踏 （天端） の 一部 に

当た る。

　常願寺川沿革誌や 日本土木史に は ，
つ ぎの よ うに

記 して ある 。

“

天正 8 年 （1580）秋 ， 神通 ， 常願寺川出水 。 富山
　 　 　 　 　 　 　 りん　 i

方面被害 あり。 霖 雨連 日止 ま ず。 大 い に出水す 。 神

通，常願寺川氾濫 して 富 山城 を浸 し，家屋漂流 し，

　 　 　 　 　 　 さん

人馬 の 溺死 ， 算をな す。

　佐 々 成政，大 い に之 を愁ひ ， 其 の後水患 を除か ん

と欲 し，被害地 を巡見 し て ，大 い に治水 にカ を い た

し ， 馬 を馬瀬 口 に進 め て 自ら人 夫 を指揮 し， 土石を

運搬 せ し め
， 巨岩に己が氏名 を刻 し ， 之 を河底に 埋

め
， 其 の 上 に堅固なる 石 堤 （敷石 25 間）を築 く。

”

（常願寺川沿革誌）
“

馬瀬 口前堤防は ， 左岸大庄村地先の 堤防に して ，

天正 8年の 洪水後，佐 々 成政 の 築造に係る （中略）

常願寺川筋堤防の 起源な る が如 し 。

”

（明治以前 日本

土木史）

　こ の ほ か ， 水防関係 の 書物 な どに も， 佐 々 成政が
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写真
一2　佐　々 　堤

馬瀬 口 の地 に馬 を進 め て 陣頭指揮を し，三 面玉 石 張

り， 敷幅25問 （約 45m ），長 さ80間 （約 150m ） に及

ぶ堅固な大石 堤 を築い た こ とが記 され て い る。

2． 佐々 成政の越 中入 国

　 応仁 の 乱 を き っ か けに し て，世 の 中の 秩序が くず

れ ， 日本各地は 戦 い の 渦 の 中に巻 き込 ま れ た。世に

い う戦国時代で あ る 。

　 越 中の 国で も， 豪族 や
一

向宗徒た ち が
， 越後 の 上

杉謙信や 甲斐の 武田信玄 と組んだ り離れ た りし なが

ら， 戦 い を繰 り広 げ て い た 。 そ の うち に信玄が病没

し， 謙信 も天正 6 年 （1578） 3月 ， こ の世 を去 っ た 。

　 か ね て か ら天 下統
一

を も くろ み ， 加賀の 国ま で勢

力 を伸ば し て きた織田 信長は
，

こ の 機会 を逃 が さな

か っ た 。 そ の上，上杉家 で は ， 養子 の 景虎 と景勝が

跡 目争い の 戦 い を始め た 。 こ れ を知 っ た信長は ，

　 「越中の 国に織 田方の くさび を打ち込 む好機」

とて ， 義弟，神保長住を越中に さ し向 け た
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 なが

　長住は ， 越中で 勢力を張 っ て い た守護代 ， 神保長
も c

職 の 嫡男で あ っ た が，両親が謙信に攻 め られ て 討死

し ， 彼 は信長 の 許 に 亡命 し た。信長は彼 に妹 をめあ

わ せ
， 越 中に戻す機会をね らっ て い た の で ある。

　こ うして 2 年 の 月 日が流れ ， 天正 8 年 の 夏， 上杉

家 の跡 目を継 い だ景勝は ， 諸将に越 中出陣 の 触れ を

出 した。

　こ れ を知 っ た信長 は ， 越前府中 （福井県今立 郡）

小丸城主佐々 成政に
， 神保勢 の 戦 い の 指揮者 とな っ

March ，1991

て助勢する こ とを命じた 。 9 月

末 （現 11月初旬 ）成政 は あわ た

だ し く府 中を発 っ た。

　成政 は，尾張比 良城主 ， 佐 々

成宗 の 第 5 子 とい わ れ ， 信長 の

小姓 と し て仕え て い た が
， 2人

の 兄 （孫助，隼人 正） がそれ ぞ

れ信長 の 初期に訪れ た二 っ の 危
　 　 い な 　う

機 （稲生 の戦 い
， 桶狭間の 戦 い ）

に際 し て
， 壮烈な討ち死 を し た

こ と か ら比 良城主 とな っ た 。 そ
　 　 　 　 　 　 　 　 くろ ほ　 ろ　ぐみ

し て 馬廻衆を経て 黒母衣組 （信

長直属下 の 親衛隊） の 筆頭 とし

て活躍 した。

　 こ の 時期の 成政 の仕事 と し て

後世に残 る の は，信長が長 篠の戦 い で ， 戦国期最強

の 騎馬軍団，武田勢 を打 ち破 る こ とが で きた 「鉄砲

の 三 段撃ち戦法」 を考案 し た こ とで ある 。

　また，築城術 に 長け て い た こ と が 「信長公記」 に

記 され て い る。越前小丸城 は，築城途 中で越 中へ 助

勢に出 かけ ， その後越 中国主 とな っ たた め，廃城 と

な っ たが ， い ま も近世初 頭の 模範構営 として保存 さ

れ て い る 。 国主 と な っ て 住んだ富山城 も，自ら縄 ば

りをし て浮 き城に 仕立 て て い る 。 つ ま D ， 優れ た土

木技術者だ っ た の で あ る。

　全国制覇 目前 の 信長が
， 多 くの 武将 の 中か ら特 に

選ん で 北 国の 最前線 ， 越 中に 配備 し た こ とか ら み て

も，成政 が優れ た資質 と手腕 を持 っ た 信頼す る に 足

る武将 と し て，評価され て い た こ とがわか る 。

3． 佐々 堤築造 の 動 機

　成政が越 中に入国 した とき， 折 りしも長雨続 きで，

神通川，常願寺川 が氾濫 。 富山城下町
一帯は濁流が

渦ま き ， 家屋が流 され ， 人 馬 の 死傷が多か っ た 。

　こ の状況 を 目の 当 た りに し た成政が長住 と共 に
，

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ う こ うせ ん た つ ろ く

被害地 を巡見 し た こ とが 「肯搆泉達録」 に 記 され て

い る 。

　こ の とき ， 荒れ 狂 う常願寺川 の土石流に対抗 で き

る石堤築造 を思 い 立 っ た の で あろ う。

　そ れ ま で 常願寺川流域 一帯 に は，畑 囲 い 堤 と か 人
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ば て い

家堤な ど と呼ば れ る 馬蹄 形 の 堤防 が ， 村落ご とに形

成され て い た。す なわ ち ， 土地は 貴族や神社仏閣の
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図
一 1　 常願寺川

荘 園に皇室 の 公 領も あ っ て，一
国 の 中に

，
い くつ も

の 異 な る 支配者 が領 し て い た 。 こ の た め ， 氾 濫に対

す る統一的な対 応策が で きず ， 支配者 か ら管理 を任
　 　 　 　 み よ う し ゆ

され て い た名主 や土豪，農民た ち の 手 で ， そ れぞれ

村落の 周 りに高 さ 2m ほ ど の 土 手 が築か れ て い た 。

　 と こ ろが， 常願寺川 は名 だた る 急流河川 。 立 山連

峰 に源 を発する真川 や湯川 ， 和田川 ， 称名川 な ど，

そ れ ぞ れ 3000m 級の 山々 か ら流れ 落 ち て くる川水

を集 め ， 流路 は 56km と短 い
。

し た が っ て ， 河床平

均 勾配は 30分 の 1。 し か も ， 立 山連峰は 火山帯な の

で ， 地質がもろい
。

　急峻な高山に 降 っ た雨 は表土 をす べ り落ち，山肌

を え ぐ り，雪崩 の よ うに加速度 をつ け なが ら落下 し，

莫 大な流水 エ ネル ギー
とな っ て ，巨岩や± 砂 を木 の

葉 の よ う に 押 し流 し な が ら， 怒 と うの勢 い で 下流 へ

押 し寄せ る 。 平素， 6ton 余 りの 水量 が 4500 　ton に

ふ くれ 上 が る 。 750倍 もの 大量 の 水 を流 す の で あ る
。

こ れ が融雪 ど きや梅雨，台風 に よ る集中豪雨，秋

の 長雨 が ある と繰 り返 され る。中流や 下流 の 被害

は惨胆 た る もの で あ っ た。

　こ の た め ，村々 で は 自領 を死守す る あま りに ，

他領 の 被害や困却 をか え りみ なか っ た 。 む しろ ，

絶えず反 目 し あ い
， 対岸 の 決壊 を望 ん だ 。ときに

は，自領の 被害を少な くす る た め に
， 他領の 堤防

を破壊 し， 血 で 血 を洗 うよ うな乱闘が起 こ る こ と

も珍 し くな か っ た 。

　こ の よ うに ， 自領 を守る こ とだけ に必死 で ， 局

部的工 事 がな され て い た時代に ， 成政 が河川 に着

目 し
， 洪水 を防 ぐた め の抜本的な治水事業計画 を

立 て て ， 川筋堤防を築 い た の で あ る 。 よ ほ ど， 強

力な リ
ーダーシ ッ プ と大局 的な治水方針 ， 土木事

業に対 し て の 高 い 見識 と技術 を持 ち合わ せ て い な

ければ でき る こ と で はな い
。

4． 石 堤の 築造
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　　石 堤築造に は ， お び た だ し い 石 を必 要 とする。

　流れて きた 転石 の 中か ら選 ん だ ほ か は ， 山か ら石

　舟 で運ぶ
。 護岸工 ， 水制工 に 使 う杉 や竹 は奥山 か

　 ら切 り出 し ，
い か だ に組ん で 流す 。 そ の 竹 で 蛇 か

　 ご （丸 い 筒 に編 んだ か ご に 石 を詰 め た も の ）をつ

　 くり， わ らで 縄や俵 を編む 。な た を振 り上 げ て杭
　 　 　 　 　 　 　 　 げん の う

　や木枠 をつ く D ， 玄能や の み を使 っ て石 を割る 。

資材づ く りだ け で な く， 堤防 と川 との 間に仮締切 り

用 の 土手 を築 い て ， 川水を遮断する 。 そ の うえ で石

積作業 を進め て い く。

　膨大な資材 と人 力 の い る川除け普請 。 当時 と し て

は画期的な大事業 で あ っ た 。 本陣， 正 源寺（富山市）

で指揮を とり ， 人 海戦術 で 進 め た と思 うが ， 雪の 降

り しき る 中で の 作業 は難儀 を重ね たに違 い な い 。

　成政に とっ て 好都合で あ っ た の は，上杉勢が越中

出陣 の ため に春 日山城 を出発 し て ， 越 中との 国境近

く， 能庄 ま で や っ て きた の に ， 引き返 し た こ とで あ

る。上杉景勝は ， 越 中の 河川 が方 々 で 氾濫 して い る

上 に ， 織田家 中きっ て の 豪将 ， 戦略上手 の佐 々 成政

が神保勢 の 指揮者 とな っ た と こ ろ か ら，戦い は長引

くと考えた 。 北陸 の 冬 が 目前 に迫 っ て い る こ と もあ

っ て ， 雪融 けを待 っ て 出直す こ とに した。

　こ うし て ，成政は後顧 の憂 い なく， 川 除け作業に

専念する こ とが で きた 。 そ し て築かれ た堤防は ， 佐

土 と基礎 ，39− 3 （398）
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佐々堤・い たち川

図
一2　 佐 々 堤 ・い た ち川

々 成政の 名 に ちなみ 「佐 々 堤」 と呼ばれ る よ うに な

る 。

5． 佐々 堤は霞堤

　佐 々 堤は ， 年々 の 川床上昇に よ っ て ， そ の 全貌を

認 め る こ と は で きな い が，常西用 水の 川底 を斜 めに

横断 して い る馬 踏 の
一部か ら推測する と ， 川 に突き

出た突堤で あ っ た こ と が わ か る 。

　ま た
， 巨石 や 玉 石 が敷 き詰 め られ て い る が ， 8 割

は 土 中に入 っ て い る の で ， 8 人力，10人力 に 及ぶ 巨

石 を運ん で 作業を した こ と もわ か る。敷幅は約45m 。

「八十 間堤 」 と も呼 ば れ て い る の で ， 長 さ150m に も

及ぶ 幅広 く高 々 と した大石 堤 で あ っ た ら し い 。

　 し か も， 250m 下流に あ る 太田用水樋門 （水門）

の 底面に も，

一部 が残存 し て い る とい う。

　 また ， 各種 の 文献 に は ， 馬瀬 口 に 築い た こ と を記

し て い る。 こ の 馬瀬 口 堤防は ， 安政 5 年 （1858）常

願寺川 の 氾 濫 の 折 り，土 中に埋 ま っ た。そ の 上に現

］矼8rch 、　1991

在 の 堤防が築か れ て い る の だ が
， 土地 の 人 た ちは

，

こ の 堤防を 「済民堤 （人 民 の 難儀 を救 うた め に 築か

れ た堤防）」 と呼 ん で ，成 政 の 徳 を 偲ん で い る とい

う。

　こ れ らの こ と を通 し て ，成政 は 馬瀬 口 か ら 2km

近 くにわ た っ て 霞堤 を築 い た こ とに な る 。

　霞堤 は不連続堤 と もい われ ， 堤 体が春霞がたな び
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か り

い て い る よ うに 見 え る と こ ろ か ら名付 け られ た 。 雁
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 か りゆ き

が列を な して 飛ん で い る 姿に も似て い る の で，雁行

堤 と もい う。

　 こ れ は，堤防 の 突端 を明け放 し て 洪水を堤端か ら

堤内に逆流 ， 侵入 させ ， し ば ら く滞水 させ て か ら本

川 の 減水 に伴 い
， 自然 に排水す る こ とをね らっ た工

法で あ る 。 逆流水は砂礫 がな く ， 静か に侵水す る の

で ， 農作物 へ の 影響 は少 な い
。

つ ま り， 大量 の 鉄砲

水 を調節す る た め
， 途中 で停滞 さ せ ， 時間を か け て

流す の で あ る 。 空閑地は ，た また ま起 こ る水害に備

え て い る が，ある程度は 農作地 とな る 。 ま た ， 排水

する た め の 樋門を設け る必要 もな い。 こ の よ うな こ

と か ら，出水時間が短 い 急流河川 に多く築かれ て い

る。

　残存 して い る佐 々 堤 をみ る と ， 実に理に か な っ た

効果的 な場所 に築 か れ て い る 。 すなわ ち ， 数千の 水

脈 を集 め ， 巨岩や 巨木を乗せ な が ら押し寄せ て きた

常願寺川 は ， 上流左岸 の 岡田 ， 松木 （共に 大山町）

の 崖 に激突する。 こ こ で 流勢は 大き くそがれ るが ，

そ の 反動で 流路は 曲が り くね り，斜 め右岸 に向か っ

　 　 　 　 　 　 　 いわ くら　じ

て走 る。そ し て ， 岩 峅寺 の 崖 に激突。 再び流勢を そ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 み む ろ あ ら　や

がれ な が ら斜め左岸，三 室荒屋方面 （大山町）に 向

か っ て 突進する 。

　佐 々 堤 は，そ の 突進 し て くる流勢に ， 真 っ 向か ら

立 ち向か う形で築かれ て い る の で ある e ど っ と突 い

て きた激流は ， 佐 々 堤 に ぶ つ か っ て流勢を そがれ，

川 の 中心 に 押し 戻 され る 。 堤 内 へ は 逆流水 が侵入 し

て進水す る の で ， そ の 分 の 水量 が減 る。常願寺川 の

氾濫 の ピーク は 3 時間程 度な の で ， ほ どな く遊水 は

川 に戻 っ て い く。

　成政は ， こ の よ うに し て
，

い くつ も の 突堤 を築 い

て 流勢を和 らげ， 水量 を 減 ら し て ， 下流 の 被害を防

こ うと考えた ら し い 。意 図的に 霞堤 を築造したか ど

うか，は っ き り し て い な い が
， 結果的に は霞堤の 工

法にか な っ て い る の で ある 。 ともか く， 川 に着目 し．
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川 を コ ン ト ロ
ー

ル す る た め の大石堤 を築造 し た。

　
「常願寺川沿革誌」 や 古老 た ち の 話 に よれ ば， 石

堤 前面 の 川底には ， 堤防を守 り， 水流 を調節す る た

め の蛇 か ごや ， 犬 の子 ， 鉄 で 連結 し た連石 床が置か

れ て い た とい う。

6．　 時代 を越 えた民政家

　 成政 は ， 佐々 堤築造に 並 行し て ， 富山城下町 を流

れ て い る い た ち川 を 大改修 し た。「
肯搆泉達録」 に

．は，成政が川 の 氾濫 の 惨状に ， 河道を安定させ る こ

とを考 え ， そ れ と と もに
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 よ じ　ん

「稲 を こ の 水で 養わば，民 の 余潤 （生活 が うるお う

こ と） とな らん」

と い っ て ， 流域原野 の 開拓 を図 っ た こ と が記 され て

い る 。そ し て ，川幅を深 く掘 り下げ ， 両岸に高い 堤

防 を築い た 。

　 こ の とき，い くらか川筋 を変更 し た ら し い
。 川筋

　 　 　 　 　 　 　 　 　 た ち お

が立 山七 社の
一

つ
， 刀尾神社 の 境内を通 る とこ ろ か

ら ， 神霊 を鎮め る た め に ， 菩提樹 を手植え し た と い

う 。 こ の い われ を記 した石碑 が ， 土地の 人た ち の手

で 建 立 され て い る 。

　 大 々 的 に改修され ，

一
変し た川 の 姿に

， 庶民た ち

が ，

　 「い た ち川 は，佐 々 成政 が つ くっ た もの 」

　 「い た ち川土手 は ， 佐 々 成政 の と きに つ くられ た

　 もの 」

と語 り伝え られ て きた の も， うなずけ る 。

　 こ の い た ち川 は ，
い ま も富 山市街地 を流れ ， 市民

に 親 し ま れ て い る e

　 ま た ， 成政 は ， 神通 川 とい た ち川 との 河道変更を

利用 し て，富山城 の 守 りを固 め る こ とを思 い っ い た。

　
一
朝事あ る ときは ，

2 川 の 合流点 の 下流 ， 八田 ノ

瀬 （富山市）で水 を堰止 め ， 浮 き城 とな る よ うに し

た 。 明治中ご ろ ， 神通川改修 の 折 り， こ の 八 田 ノ瀬
　 　 　 　 　 　 けや き　 う ず

の 川底か ら大欅の 埋 め木 を数多 く掘 り上 げた とい う

か ら ， 相 当大 が か りな堰 をつ くっ た の で あ ろ う。

　 こ の ほ か に も， 佐 々 堤築造の 3 年後 （天正 11年）
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や は り秋 の 長 雨で 常願寺川 が氾 濫 し，濁流が下流右

岸， 利田 ， 日置 （共 に 中新川郡 ） の 村 々 を襲 っ た 。

　 こ の ときも，常願寺を本陣 と して 陣頭指揮に当た

り， 〈利田堤〉 を築 い て い る が，作業途 中に 過労の

た め に倒れた こ とが
， 成政 か ら前田利長に宛て た書

状に よ っ て知る こ とが で きる 。 こ の とき家臣 た ちが
，

近 くに ある薬草神 ・少彦命 を祀 っ た社に祈願 して 病

い が癒え た こ とか ら ， 感謝 し た成 政が立派な 社殿 を

建立 した とい う。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じ よ う せ い

　江戸時代， こ の 社跡 に建立 され た の が 「浄正 社」，
　 　 　 　 　 　 　 い ちや どま り　　　　　　　　　　 じ よう し よ う

それ が今日 も 「一夜泊稲荷神社」
「成正霊王 」 （共に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 じよう しよ う

立 山町） と して 引き継が れ て い る が ， 祭神は成正大

明神 （成攻の 転化 した も の ）， 浄正社は 「成正 さま」

を詣 で る 人 々 で 賑わ い
， 常願 寺川流域 の 村々 では ，

近年ま で，祭 りの 際に は 「成正 大明神」 の 旗 をか か

げ，盆踊 りの 時期が く る と ，

「さ っ さ踊 ）t 」 を 踊 っ

た 。

　 ま た，利田堤近 くの 日置神社境内に ， 足型の よ う

な模様 の 巨石が ある。土地 の 人 々 は，こ の 模様に つ

い て ，

　 「成政 さん が堤防づ くり に 出か け る とき， 足 をか

　け て わ ら じ の 紐 を結 ばれ た 足跡だ」

と語 り伝え て い る 。

　こ れ ら は ， 庶民 の 幸せ の た め に 心 を くだ き ， 体 を

張 っ て 尽 くし た佐々 成政に 対 し て ， 民衆が感謝 と敬

愛 の 念を示す現れ と い えよ う。

　成政は ， 時代 を超 え た民政 国主 として ，
い ま もな

お ， 富山 の 人 た ち の 心 の 中に生 きて い る 。
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