
かつて全国でも有数のタマネギ産地として名をはせた東区。

そのまた昔は広い森林地帯でした。

森が豊かな畑に変わり、都市化が進んで、

現在のような姿になるまでには、

先人の絶え間ない努力がありました。

今月はタマネギ栽培を通じて歴史を振り返り、

まちの発展の様子をたどってみましょう。

東
区
の
開
拓
時
代

ま
ち
づ
く
り
の
始
ま
り

東
区
に
初
め
て
本
州
か
ら
の
開
拓
者
が

入
植
し
た
の
は
、
一
八
六
六
（
慶
応
二
）

年
の
こ
と
で
す
。
江
戸
幕
府
は
、
現
在
の

北
八
〜
一
四
条
東
七
〜
一
六
丁
目
辺
り
に

お

て

さ
く

ば

農
民
を
移
し
、
御
手
作
場
（
模
範
農
場
）

を
造
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
で
き
た
村
は

さ
っ

ぽ

ろ

む
ら

「
察
歩
呂
村
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

御
手
作
場
の
指
導
者
と
な
っ
た
の
は
、

お
お
と
も
か
め

た

ろ
う

大
友
亀
太
郎
と
い
う
人
物
で
す
。
大
友
亀くろ

太
郎
は
、
農
民
が
入
っ
て
く
る
前
に
「
黒

く
わ鍬
」
と
呼
ば
れ
る
土
木
工
事
の
専
門
集
団

を
連
れ
て
き
て
、
開
墾
を
行
っ
て
い
ま
す
。

北
海
道
の
開
拓
で
は
、
木
を
倒
し
、
根

を
抜
い
て
焼
き
払
う
、
と
い
っ
た
作
業
を
、

全
部
農
民
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
開
墾
に
疲
れ
て
、
耕
地
が
出
来

上
が
ら
な
い
う
ち
に
夜
逃
げ
し
て
し
ま
う

農
民
も
た
く
さ
ん
い
た
と
い
い
ま
す
。
し

か
し
、
御
手
作
場
は
独
自
の
方
法
を
採
っ

た
た
め
、
移
民
全
員
が
定
住
し
ま
し
た
。

江
戸
幕
府
が
倒
れ
て
明
治
時
代
に
な
る

と
、
新
政
府
は
開
拓
使
を
設
置
し
て
、
札

幌
本
府
の
建
設
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
後
、

農
業
や
商
業
を
志
し
た
人
た
ち
や
、
開
拓

使
が
本
州
で
募

集
し
た
農
業
移

民
団
が
入
植
し

て
き
ま
す
。
こ

れ
ら
の
人
々
が
、

以
前
か
ら
住
ん

で
い
た
ア
イ
ヌ

民
族
や
御
手
作

場
の
人
た
ち
に

加
わ
っ
て
、
東

区
の
基
礎
的
な

地
域
社
会
を
形

成
し
た
の
で
す
。

農
工
業
の
発
展
を
支
え
た

札
幌
村
の
人
た
ち

最
新
技
術
の
発
信
地

開
拓
使
は
札
幌
の
産
業
の
振
興
を
図
る

た
め
、
一
八
七
一（
明
治
四
）年
、
北
一
〇
、

一
一
条
東
五
、
六
丁
目
辺
り
に
生
産
局
を

つ
く
り
、
実
践
農
園
を
開
き
ま
し
た
。
当

時
の
札
幌
で
作
ら
れ
て
い
た
農
産
物
の
ほ

と
ん
ど
全
部
が
、
こ
こ
で
試
作
さ
れ
て
か

ら
各
地
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
、
タ
マ
ネ
ギ
の
種
が
ア
メ
リ

カ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
こ
の
農
園
で
試
作

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
北
海
道
の
タ
マ

ネ
ギ
栽
培
の
始
め
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

生
産
局
は
農
業
だ
け
で
な
く
、
畜
産
や

工
業
に
関
す
る
調
査
研
究
も
行
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
仕
事
の
担
い
手
と
な
っ
た
の
は
、

御
手
作
場
へ
の
入
植
者
を
中
心
と
し
た
人

た
ち
で
す
。
現
在
の
札
幌
の
産
業
の
発
展

の
基
礎
は
、
東
区
の
先
人
た
ち
の
力
に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
の
で
す
。

「「タタママネネギギのの里里」」をを
築築いいたた人人びびとと

１９５９（昭和３４）年の丘珠町におけるタマネギ収穫のようす（写真：札幌市写真ライブラリー所蔵）

こう ご いち の むら

明治４年、開拓当時の庚午一ノ村
（苗穂村）

東区開拓の祖
といわれる大
友亀太郎
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