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か
つ
て
は
流
れ
が
逆
だ
っ
た
？

古
隅
田
川
の
謎
を
追
っ
て

＊利根川東遷事業＝江戸幕府による大規
模な河川改修工事。それまで東京湾に注い
でいた利根川の河道を徐々に東に移し、銚
子で太平洋に注ぐようにさまざまな川の付
け替えが行われ、関東の河川レイアウトが
大きく変わることになった。

「
境
内
周
辺
の
地
表
面
に
注
目
し
て
み
て

く
だ
さ
い
。
神
社
周
辺
に
は
サ
ラ
サ
ラ
と

し
た
砂
地
が
あ
り
ま
す
ね
。
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
砂
地
が
あ
る
か
分
か
り
ま
す
か
？
」

　
確
か
に
、
神
社
周
辺
は
樹
木
が
生
い
茂

る
鎮
守
の
森
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
明
ら

か
に
他
の
場
所
の
地
質
と
は
異
な
る
砂
地

の
場
所
が
あ
る
。

「
こ
れ
は
本
来
川
沿
い
に
見
ら
れ
る
特
殊

な
地
形
で
、
川
の
蛇
行
部
に
上
流
か
ら
流

れ
て
き
た
砂
が
堆
積
し
、
そ
れ
が
冬
の
季

節
風
に
よ
っ
て
吹
き
集
め
ら
れ
て
で
き
た

砂
丘
（
河
畔
砂
丘
と
呼
ば
れ
る
）
な
の
で

す
。
砂
丘
は
、
昔
の
利
根
川
に
沿
っ
て
分

　
今
回
、
謎
解
き
の
案
内
役
を
お
願
い
し

た
の
は
元
春
日
部
高
校
の
地
学
教
師
で
理

学
博
士
、
現
在
は
春
日
部
市
文
化
財
保
護

審
議
委
員
を
務
め
る
平
社
定
夫
さ
ん
。
ま

ず
は
大
落
古
利
根
川
と
古
隅
田
川
の
合
流

地
点
か
ら
歩
き
始
め
る
こ
と
に
し
た
。

「
現
在
の
古
隅
田
川
は
元
荒
川
か
ら
古
利

根
川
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
ま
す
が
、
か

つ
て
は
逆
に
、
古
利
根
川
か
ら
元
荒
川
方

面
に
流
れ
て
い
た
の
で
す
よ
」

　
え
っ
、
水
は
高
い
所
か
ら
低
い
所
へ
と

流
れ
る
は
ず
。
流
れ
が
逆
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
何
ら
か
の
原
因
で
、
地
面
の
高

低
差
が
逆
転
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？ 

「
い
や
い
や
、
流
れ
の
方
向
を
変
え
た
の

は
、
自
然
の
力
で
は
な
く
人
間
な
の
で
す
。

徳
川
家
康
の
時
代
に
始
め
ら
れ
た
利
根
川

東
遷
事
業（
＊
）が
そ
の
き
っ
か
け
で
す
。

大
規
模
な
河
川
改
修
工
事
が
行
わ
れ
、
古

利
根
川
は
上
流
で
せ
き
止
め
ら
れ
、

と
う
と
う

滔
々

と
し
た
流
れ
の
大
河
は
一
変
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
二
つ
の
川
を
つ
な
い
で
い
た

古
隅
田
川
が
逆
流
を
始
め
た
の
で
す
」

　
古
隅
田
川
は
そ
の
後
も
人
間
の
力
に
よ

っ
て
、
流
れ
の
方
向
だ
け
で
な
く
、
流
路

も
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
次

に
平
社
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
の
が
、

川
か
ら
離
れ
た
場
所
に
建
つ
春
日
部
八
幡

神
社
。
古
隅
田
川
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

砂
丘
の
場
所
を
調
べ
れ
ば

か
つ
て
の
流
路
が
分
か
る

3「川・水辺」に人が集うまち。

四季折々の自然とふれあえるのも川の魅力だが、
歴史や地形に注目した「謎解き散歩」も面白い。

地質学の専門家にお話をうかがいながら、
古隅田川のミステリーに迫ってみた。

さて、そこにはどんな発見が待っているか、
さっそく出かけてみよう。

古隅田川ミステリー。

春日部中

宮川小

春日部八幡神社に隣接する八幡公園には、高さ約
13mの「富士塚」（写真）が造られている。これは川
の氾濫と季節風によって生まれた砂丘の高まりを
利用して江戸時代に造られた。

城殿宮橋付近から眺めた古隅
田川。現在は緩やかなカーブを
描きながら流れているが、かつ
てはこの先で右に大きく蛇行し
ていたと思われる。

流れが逆だったってホント？ 

ミス
テリー

なぜ富士塚がここに？ 

ミス
テリー

新方袋から南中曽根にかけての約1.5キロの
区間には「古隅田公園遊歩道」が整備されて
いる。これは昔の古隅田川の土手の上に作ら
れたもので、現在の水の流れが土手の遙か内
側にあるのを見ると、古隅田川がいかに大き
かったのかがイメージできる。

暴れ川だった!?

ミス
テリー

江戸時代には?

ミス
テリー

布
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
古
隅
田

川
は
、
利
根
川
の
水
を

た
た湛

え
、
八
幡
神
社

近
く
を
大
き
く
南
に
蛇
行
し
な
が
ら
流
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

　
隣
の
八
幡
公
園
も
砂
丘
の
一
部
で
、
全

国
的
に
も
珍
し
い
自
然
景
観
だ
と
い
う
。

　
最
後
に
私
た
ち
は
田
園
の
中
に
延
び
る

古
隅
田
公
園
遊
歩
道
へ
と
向
か
っ
た
。
こ

こ
も
川
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
。

「
他
よ
り
も
一
段
高
く
な
っ
て
い
る
遊
歩

道
が
あ
る
こ
の
場
所
は
、
も
と
も
と
古
隅

田
川
の
土
手
な
の
で
す
。
土
手
の
間
際
ま

で
川
が
流
れ
て
い
た
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
と
、
昔
の
古
隅
田
川
が
い
か
に
大
河
だ

っ
た
か
が
想
像
で
き
ま
す
ね
」

　
川
の
歴
史
を
探
る
と
、
か
つ
て
そ
こ
に

住
ん
で
い
た
人
々
の
暮
ら
し
の
様
子
も
見

え
て
く
る
と
平
社
さ
ん
は
言
う
。

「
ど
う
す
れ
ば
洪
水
を
避
け
ら
れ
る
か
、

ど
う
す
れ
ば
川
の
水
を
利
用
で
き
る
か

…
…
。
人
間
は
川
と
絶
え
ず

た
い
じ

対
峙
し
関
わ

っ
て
き
た
。
そ
ん
な
人
間
と
川
と
の
つ
な

が
り
に
思
い
を

は馳
せ
な
が
ら
川
辺
を
歩
い

て
み
る
と
、
見
慣
れ
た
川
も
違
っ
た
も
の

に
見
え
て
く
る
は
ず
で
す
よ
」

古隅田公園の一角には元文2年（1737）に古隅
田川に架けられた「やじま橋」（長さ5.4m）が移
築されている。江戸中期にはすでに水量が減
り、川幅も狭くなっていたようだ。

現在の古隅田川は大落古利
根川へと注いでいるが（指
さしているのが合流地点）、
利根川東遷事業がスタート
する以前は、逆に古利根川
から古隅田川へと水が流れ
ていた可能性がある。

砂丘付近に広がる浜川戸遺跡
では、弘安6年（1283）と刻ま
れた板石塔婆が発掘されたこ
とから、鎌倉時代中頃以前の
古隅田川は、南に大きく蛇行し
て流れていたと考えられる。

かつての
流路はどこ?

ミス
テリー

八幡神社

大落古利根川

古隅田川

豊春中

古隅田公園遊歩道

古隅田公園遊歩道

八幡神社周辺に広がる「浜川戸河畔
砂丘」。現在は樹木が生い茂る鎮守
の森や公園へと変貌しているが、地
表面をじっくり観察すると、さらさら
とした砂地で覆われた場所であるこ
とが分かる。（県指定天然記念物）


