
  

読者の投稿で初めて知った「旧山口村道」。いったいどんな所？ 

 

 

くらいまでの地層は、約５００万年前から

堆積されてきた亜炭(石炭の一種)の宝

庫でした。安価だったため需要が多く、

大正２年当時、長湫の東では２人にひと

りが亜炭関係の仕事についていました。

エネルギーが石油に移行するにつれ亜

炭鉱は閉山し、多くの坑道が空洞のまま

残されました。 

 
長

久
手

の
東

の
は

ず
れ

に
一

本
の
廃

道
が

あ
る

。
中

世
か

ら
の

古
道

で
「
山

口
村

道
」
と

い
っ
た

。

名
は
瀬

戸
の
山

口
に
由

来
す

る
。

上
郷

地
区

の
大

草
を

東
に
進

み

北
東

に
延

び
る

山
道

が
そ

れ
で

あ
る

。
東

山
を

経
て
サ
ン
シ
ョ
洞

を
横

切
り

峠
を

越
え

て
旧

山
口

村
へ
通

じ
る

村
道

で
あ

っ
た

ら
し

い
。
い
ま

も
利

用
さ
れ

て
い
る

の

は
サ
ン
シ
ョ
洞

を
左

に
見

て
す

ぐ

の
樫

の
大

木
の
と

こ
ろ

ま
で
で
そ

の
先

は
深

い
藪

に
阻

ま
れ

通
行

で
き

な
い
。
土

地
の
古

老
の
言

に

「
ボ

ク
が

子
ど

も
の
頃

も
こ
こ
か

ら
先

は
通

れ
な

か
っ
た

。
」
と

言

う
と

こ
ろ

か
ら

も
廃

道
と

な
っ

た
の
は

昭
和

の
初

め
頃

で
あ

ろ

う
か
。 

か
つ
て
大

草
地

区
で

は
旧

暦

6月

１６日
の
天

王
祭

り
と

と

も
に
虫

送
り

の
行

事
も

お
こ
な

わ
れ

た
ら
し
い
。
松

明
を

か
ざ
し

た
村

人
の
行

列
は

こ
の
道

を
村

境
の
石

亀
堂

ま
で
行

っ
て
人

形
送

り
を

し
た

と
い
う

。
ま
た

近
代

の

一
時

期
、山

口
神

社
の
郷

社
祭

り

に
北

熊
、大

草
、前

熊
の
オ

マ
ン
ト

の
隊
列

も
こ
こ
を

往
来

し
た
。ま

 

た
道

沿
い
で
は

亜
炭

の
採

掘
も

行

わ
れ

る
な

ど
人

々
の
生

活
に
欠

か

せ
な

い
道

で
あ

っ
た

が
東

に
新

道
が

整
備

さ
れ
た

こ
と

に
と

も
な

い
そ
の

役
割

を
終

え
た

の
で
あ

る
。 

こ
こ

に
一

つ
面

白
い

余
話

が
あ

る
。
今

か
ら

30年
ほ
ど

前
こ
の
藪

の

廃
道

を
北

へ
バ
イ
ク
で
走

り
ぬ

け
た

猛
者

が
い
た

ら
し
い
。
驚

く
ほ
か

な

い
が

さ
す

が
に

今
は

も
う

無
理

で

あ
ろ

う
。
い
つ
の
世

も
冒

険
者

は
い

る
も
の
で
あ

る
。 

 
秋

日
和

、
稲

刈
り

の
憩

い
に
暫

し

古
道

に
佇

み
往

時
を

偲
ん

だ
。
エ
ッ

サ
イ

ホ
ー

サ
イ

、
エ
ッ
サ

イ
ホ

ー
サ

イ
、
藪

の
奥

か
ら

警
固

祭
り

の
掛

け

声
に
つ
づ
い
て
村

人
た

ち
の
虫

送
り

の
騒

め
き
が

仄
か

に
聞

こ
え
た
よ
う

な
気

が
し
た

。
幾

百
年

の
歳

月
が

こ

こ
に
あ

る
。 

 
つ
い
で
な

が
ら
、こ

の
辺

り
は
少

し

ず
つ
だ

が
里

山
が

蘇
り

つ
つ
あ

る
と

い
う

。
自

然
と

の
共

生
こ
そ
豊

な
心

を
は

ぐ
く

む
揺

籃
で
は

な
か

ろ
う

か
。
次

世
代

に
継

承
し
た

い
一

風
景

で
あ

る
。 
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「長

久
手
の
地
名

」
 
 

旧山口村道の今昔 

晴
天

に
恵

ま
れ

た
某

日
、ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア
の
方

に
特

別
に
案

内
し
て
い
た

だ

き
、旧

山
口

村
道

に
向

け
て
編

集
部

員

が
出

発
し
ま
し
た

。 

 
蓮

池
や

サ
ン
シ
ョ
洞

を
通

り
過

ぎ
る

と
、い

よ
い
よ

旧
山

口
村

道
の
入

り
口

で
す

。
先

が
見

え
な

い
う

っ
そ
う

と
し

た
藪

の
中

に
、一

歩
足

を
踏

み
入

れ
て

み
る

と
道

ら
し
き

も
の
が

あ
り

、有
志

の
方

々
の
努
力

に
よ

り
、
か

ろ
う

じ
て

歩
け
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
し
た

。 

   

昔
は
両

手
を
広
げ

た
く

ら
い
の
幅

と

推
測

さ
れ

、
馬

も
通

っ
た

そ
う

で
す

。
村

道
沿

い
は
今

で
も

亜
炭
坑

道
の
あ

と
が

あ
り

、危
険

な
た

め
や

む
な

く
引

き
返

し
ま
し
た
。 

そ
の
後

、
長

久
手
市

郷
土
資
料
室

を

訪
れ

、
亜

炭
の
歴
史

や
坑

道
の
模
型

な

ど
を

見
て
、
当

時
の
人

々
の
暮

ら
し
と

山
口

村
道

と
の
結

び
つ
き

を
改

め
て
感

じ
な

が
ら
、探
索

を
終
え

ま
し
た

。 

↑蓮池 ← サンショ洞 

冬 

夏 春

秋 
松本 洋 

長久手の地下６０m 

瀬戸に向かって 

分け入っていく部員 

長久手と亜炭 


