
農
業
の
は
じ
ま
り

厚
別
の
開
拓
は
、
明
治
十
六
年

に
河か

わ

西に
し

由よ
し

造ぞ
う

ら
信
州
信
濃
（
現
在

の
長
野
県
）
か
ら
の
一
行
八
戸
が

入
植
し
た
の
が
始
ま
り
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

当
時
の
厚
別
は
、
小
高
い
と
こ

ろ
は
森
林
と
ク
マ
イ
ザ
サ
に
覆
わ

れ
、
低
地
は
ヨ
シ
が
一
面
に
生
え

る
湿
地
帯
で
し
た
。
一
行
は
、
現

在
の
Ｊ
Ｒ
厚
別
駅
付
近
の
土
地
に

入
植
し
、
こ
の
未
開
の
地
を
大
変

な
苦
労
を
し
な
が
ら
切
り
開
き
、

田
畑
の
開
墾
に
成
功
し
ま
し
た
。

苦
難
の
歴
史

各
地
に
入
植
者
が
増
え
、
開
拓

が
進
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
す
べ
て

が
順
調
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

米
が
収
穫
で
き
る
ま
で
は
、
白
石

の
レ
ン
ガ
工
場
で
働
く
な
ど
し
て

お
り
、
明
治
三
十
一
年
の
水
害
で

は
水
田
が
大
水
で
そ
っ
く
り
浮
き

上
が
っ
て
、
そ
の
ま
ま
隣
の
水
田

の
上
に
乗
る
な
ど
苦
闘
の
連
続
で

し
た
。

厚
別
川
と
野
津
幌
川
の
間
の
地

域
は
、農
耕
に
は
適
さ
な
い
泥
炭
の

低
湿
地
帯
な
の
で
、
造
田
の
た
め

排
水
溝（
現
在
の
山
本
川
）の
造
成

を
行
う
な
ど
、
各
地
で
大
変
な
苦

労
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

農
業
地
帯
と
し
て
の
発
展

水
田
耕
作
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、

農
業
用
水
の
必
要
量
を
確
保
す
る

の
が
難
し
く
な
り
、
昭
和
三
年
に

は
、
苦
難
の
工
事
を
経
て
、
周
囲

約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
貯
水
量
一

七
○
万
立
方
メ
ー
ト
ル
の
た
め
池

が
造
ら
れ
ま
し
た
。
実
り
豊
か
な

水
田
を
願
い
「
瑞み

ず

穂ほ

の
池
【
写
真

左
】」と
名
づ
け
ら
れ
、
現
在
で
も

そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
山
本
地
区
は
、
水
害
や

開墾に使用した島
シマ

田
ダ

鍬
グワ

（明治～戦前）

開墾に使用した笹
ササ

刈
カリ

鎌
ガマ

（明治～戦前）

ドロオイムシという稲
の害虫をとるために使
用した舟形網
（大正～戦前）

集乳缶
（大正～戦前）

【北海道開拓記念館所蔵】

す
べ
て
厚
別
区
の
農
業
者

が
寄
贈
し
た
も
の

先人たちの足跡をたどる 特集

［写真：昭和25年ころの稲の刈り取り作業（現在の厚別高等学校前）］

農業王国だったころの厚別区

戦前に使用していた農作業道具

現在の瑞穂の池
所在地：江別市西野幌

■市街地
■ 畑地・牧草地・
果樹園

■水田
■森林ほか

昭和35年ころ

JRJR厚R厚
別厚別
駅別駅函館函館本館本線本線

国道国道12
道12号
道12号2号
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現現在在のの白白石ササイクリ
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