
土
地
改
良
と
水
害
に
悩
ま
さ
れ
た

　　

開
拓
期
の
話
は
い
ろ
い
ろ
と
語
り
継

が
れ
て
い
ま
す
。
木
を
切
り
、
石
を
除

き
、
す
き
を
入
れ
る
。
開
拓
者
の
苦
労

は
そ
れ
は
大
変
な
も
の
で
し
た
。
何
し

ろ
、
砂
地
で
農
業
に
は
適
さ
な
か
っ
た

ん
で
す
か
ら
。
さ
ら
に
、
豊
平
川
の
は

ん
ら
ん
に
よ
る
水
害
で
、
せ
っ
か
く
実

っ
た
作
物
が
一
夜
に
し
て
流
さ
れ
る
こ

と
も
度
々
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

リ
ン
ゴ
栽
培
は
、
大
正
二
年
、
岐
阜

県
か
ら
入
植
し
た
川か

わ

村む
ら

頼ら
い

治じ

氏
に
よ
っ

て
本
格
的
に
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
平
岸

リ
ン
ゴ
が
有
名
で
す
が
、
中
の
島
の
リ

ン
ゴ
も
品
質
が
良
く
、
そ
れ
が
評
判
で

し
た
。
し
か
し
、

農
地
開
放
や
都

市
化
の
進
展
に

よ
り
、
農
家
は

農
地
を
手
放
し

た
り
、
貸
し
た

り
し
て
、
リ
ン

ゴ
園
は
姿
を
消

し
ま
し
た
。

町
内
会
連
合
会
初
代
会
長
が

「
中
の
島
」を
語
る

村
むら

 椿
つばき

　道
みち

さん
（大正12年生、84歳）
昭和26年から中の島在
住。現在は同地区町内
会連合会顧問。

川
の
近
く
に
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
が

　

明
治
時
代
の
中
ご
ろ
、
遠え

ん

藤ど
う

石い
し

太た

郎ろ
う

氏
は
定
山
渓
で
木
を
切
り
出
し
ま
し
た
。

そ
の
木
は
豊
平
川
の
流
れ
に
乗
せ
ら
れ
、

精
進
川
に
送
り
込
ま
れ
て
中
の
島
に
や

っ
て
来
ま
し
た
。
丸
太
そ
の
も
の
が
流

れ
て
き
た
ん
で
す
よ
。
丸
太
は
馬
車
で

道
内
各
地
に
運
ば
れ
、
建
築
用
に
使
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
農
家
の
副
業
だ
っ

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
大
正
七
年
の
定

山
渓
鉄
道
開
通
に
よ
り
、
川
を
使
っ
た

運
搬
は
行
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

大
正
十
一
年
、
山や

ま

下し
た

友と
も

成な
り

氏
は
精
進

川
か
ら
水
を
引
く
池
を
掘
り
、
そ
こ
に

張
る
氷
を
採
る
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。

氷
が
厚
く
な
る
に
は
長
い
期
間
が
か
か

る
た
め
、
一
冬

に
二
回
し
か
採

れ
ま
せ
ん
。
採

っ
た
氷
は
農
家

の
馬
車
で
札
幌

の
中
心
部
ま
で

運
ば
れ
ま
し
た
。

冬
に
仕
事
が
で

き
る
、
馬
車
が

使
え
る
と
い
う

こ
と
で
、
木
材
運
搬
と
と
も
に
農
家
に

は
ち
ょ
う
ど
良
い
仕
事
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
そ
の
後
、
水
質
汚
濁
な
ど
で
き

れ
い
な
天
然
氷
が
採
れ
な
く
な
り
、
昭

和
十
二
年
、
山
下
氏
は
札
幌
で
初
め
て

機
械
に
よ
る
製
氷
を
始
め
ま
し
た
。

　

ち
ょ
っ
と
意
外
な
と
こ
ろ
で
は
、
酸

素
工
場
と
花
火
工
場
が
あ
り
ま
す
。
い

ず
れ
も
豊
平
川
を
挟
ん
で
向
か
い
側
の

山
鼻
地
区
で
商
売
を
し
て
い
た
人
が
中

の
島
に
工
場
を
建
て
ま
し
た
。
昭
和
四

年
、
ス
キ
ー
を
作
っ
て
い
た
岩い

わ

崎さ
き

正た
だ
し

氏

は
酸
素
を
製
造
す
る
会
社
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
ス
キ
ー
を
曲
げ
る
た
め
の
ガ

ス
と
し
て
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
ま

た
昭
和
六
年
、
小お

原ば
ら

市い
ち

松ま
つ

氏
は
花
火
の

製
造
所
を
移
し
て
き
ま
し
た
。
山
鼻
の

宅
地
化
が
進
み
、
危
険
に
な
っ
た
か
ら

で
す
。
い
ず
れ
の
工
場
も
、
宅
地
化
と

と
も
に
昭
和
四
十
・
五
十
年
代
に
移
転

し
ま
し
た
。

　
幌
平
橋
は
中
の
島
発
展
の
端
緒

　

中
の
島
を
語
る
と
き
に
、
橋
は
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
中
で
も
、
豊
平
川
に
架
か

る
幌
平
橋
は
、
街
の
発
展
の
端
緒
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。

　

明
治
・
大
正
時
代
、
豊
平
川
を
渡
る

に
は
、
幌
平
橋
よ
り
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

下
流
の
豊
平
橋
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
精
進
川
に
架

か
る
橋
も
水
車
町
に
続
く
道
し
か
な
く
、

当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
距
離
的
に
近
い

平
岸
小
学
校
で
は
な
く
、
そ
の
道
を
渡

っ
て
い
け
る
豊
平
小
学
校
に
通
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。

　

昭
和
二
年
、
河か

わ

合い

才さ
い

一い
ち

郎ろ
う

氏
は
私
財

を
も
っ
て
木
製
の
初
代
幌
平
橋
を
架
け

ま
し
た
。
個
人
が
架
け
た
橋
と
し
て
は

当
時
日
本
一
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。

建
設
費
用
は
四
万
円（
当
時
の
米
一
俵

が
十
円
八
十
五
銭
）だ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
で
、
札
幌
の
中
心
部
と
の
距
離
が

縮
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
洪

水
で
流
さ
れ

て
、
昭
和
十

二
年
に
北
海

道
庁
に
よ
っ

て
架
け
替
え

ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
木
製
の
橋
は
も
ろ
く
て
、
穴

が
い
く
つ
も
開
い
て
い
ま
し
た
。
私
は

中
の
島
に
来
て
商
店
を
営
み
ま
し
た
が
、

市
場
に
行
っ
た
帰
り
に
、
雨
が
降
る
と

危
な
い
の
で
豊
平
橋
を
渡
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
永
久
橋
が
完

成
し
た
の
は
昭
和

二
十
九
年
の
こ
と

で
す
。
そ
の
後
、

豊
平
川
の
増
水
で

何
度
か
通
行
止
め

に
な
り
ま
し
た
。

強
固
な
堤
防
が
築

か
れ
た
現
在
は
そ
ん
な
こ
と
も
な
く
な

り
ま
し
た
。

中
の
島
に
住
ん
で

　

昭
和
三
十
六
年
に
豊
平
町
と
札
幌
市

が
合
併
し
た
り
、
バ
ス
と
地
下
鉄
が
整

備
さ
れ
、
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
先
人
の
開
拓
に
懸
け
る
努
力
が
あ
っ

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
町
内
会
を
は
じ
め
地
域
み
ん
な
の

頑
張
り
で
、
住
み
良
い
街
に
な
り
ま
し

た
。
今
後
も
住
民
同
士
で
助
け
合
い
な

が
ら
、
子
ど
も
が
ふ
る
さ
と
と
感
じ
ら

れ
る
街
で
あ
り
続
け
て
ほ
し
い
で
す
。

▲昭和初期の採氷作業の様子 ⑤　

▲現存する当時の果樹園の入口（高橋家）

▲平成₇年完成当時の現在の幌平橋 ▲初代の幌平橋 ⑥　
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