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発行所五所川原市役所 

1 五所川原 の草創 ⑤ 
、 

（ 	 津 軽 考 古 学 会 

l 	 会長 秋 元 省 三 

、 
、 このようにして、五所川原」“」辺は現在の基礎を固め 

》 ていつたのですが、元禄 4年には五所川原堰が完成し 

I ている。 さらに元禄11年金木新田iこ着手し、宝永 2年 

） に開墾1こ成功している。 

二 

、 ~っm 排水用とし 

喜熱 
（ て阿都堰を穿つて俵ル新田の開拓に着手したが、その 

‘ 功績をねたむ名のあらぬ巾し立てによつて正徳 4年、 

> Fり郡氏は人シド、欠リ「となつているのはJ送1恐「力である 

、 このように新田開墾には、さまざまたことがらや苫 

、 労が伴なつたが、享保12年に、豊成、i吃井、福山、富 

I 桝、末広、米田、富川、水野尾の依元新田 8 カ村の開 

’ 拓に成功したのです。 

1 金木新田と依元新田はJ七に五所川原新田開墾の派立 

、 頭をつとめた鳴海勘兵衛が派立頭をしている。 

（ ここで三新田について一言中しのべておくが、三新 

（ 田を木I告、◇木、五所川原をもつてそう呼ぶ人もある

三 が、これは誤りです。五所川原は、貞享の津軽総検地 

〉 以前の開村ですから三新田には入らないのです。 

く 木造町にある三新田神社は、木造、金木、俵元三新 

、 田の氏神をまつつているのです0 

（ユ） 	 （昭和33年9月1日第3種郵便物認可） 	市 	政 	ニ 	ニ1. 	- 	ス 	 昭和39年 11月 15日 

明
 
日
 
を
 
築
 

く
 

近
代
化
農
業
 

区
画
整
理
に
つ
い

て
、
前
号
で
そ
の
あ

ら
ま
し
を
述
べ
た
が

そ
の
目
的
、
実
施
の

結
果
、
そ
の
将
来
性

に
つ
い
て
、
い
ま
少
 

ー
・
ー
 
し
、
く
わ
し
く
書
い

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

衆
知
の
よ
う
に
、
農
業
の
近

代
化
は
、
な
ん
と
い
つ
て
も
、
 

『
省
力
多
収
』
が
目
標
です
。
 

そ
の
手
段
と
し
て
、
今
後
の
営
 
 

農
は
機
械
化
し
て
行
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
す

が
耕
地
の
区
画
を
整
理
す
る
こ

と
は
、
土
地
の
利
用
を
無
駄
な

く
す
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
 か
り
に
、
そ
れ
だ
け
が

目
的
だ
と
す
れ
ば
、
区
画
の
規

模
も
、
従
来
ど
お
り
五
ァ
ー
ル

か
一
〇
ァ
ー
ル
で
充
分
で
す
。
 

今
回
、
北
部
地
区
で
実
施
し

た
区
画
整
理
は
、
地
形
上
や
む

を
得
な
い
個
所
は
別
と
し
て
、
 
 

三
〇
ァ
ー
ル
を
目
標
に
実
施
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
 

こ
れ
で
も
、
い
ざ
大
型
ト
ーフ

ク
タ
ー
で
耕
起
、
代
か
き
と
な

る
と
、
な
お
狭
険
を
感
じ
ま
す

実
際
、
作
業
に
あ
た
つ
た
人
た

ち
の
体
験
談
で
は
、
五
〇
7

ー
 

ル
位
の
広
さ
が
欲
し
い
と
い
つ

て
お
り
ま
す
。
 

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
機
械

の
作
業
能
率
か
ら
み
て
、
区
画

が
狭
い
場
合
は
、
機
械
の
方
向

転
換
に
要
す
る
時
問
が
意
外
に

多
く
、
稼
働
時
間
の
三
〇
％
か

ら
四
〇
％
に
も
お
よ
ぶ
場
合
も

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す

（
青
森

県
農
業
機
械
管
理
事
務
所
調
）
 

こ
う
し
た
ロ
ス
・
は
、区
画
が

せ
ま
け
れ
ば
せ
ま
い
ほ
ど
、
高

く
な
る
り
く
つ
に
な
り
ま
す
。
 

し
か
し
、
単
位
農
家
の
経
営

規
模
の
実
態
か
ら
推
せ
ば
、
 一

が
い
に
大
規
模
と
い
う
わ
け
に

は
行
か
な
い
。
 い
ろ
い
ろ
な
事

情
の
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
 

そ
れ
が
、
今
後
の
営
農
上
、
 

ひ
い
て
は
農
業
近
代
化
の
大
き

な
院
路
の
一
囚
で
も
あ
り
ま
す
 

機
械

化
に

は
大

き

い
区
画

が
必
要
 

区
画
は
、
大
き
く
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
 

近
代
営
農
は
、
機
械
化
し
て
い

か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
い
い
か
え
れ
ば
、
基

盤
整
備
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ

単
に
耕
地
の
区
画
を
整
理
し
て

作
業
能
率
を
高
め
る
と
か
、
利

用
度
を
高
め
る
と
い
5
こ
と
だ

け
で
な
く
、
日
本
農
業
が
、
国

内
池
産
美
と
の
格
差
を
是
正
し

世
界
経
済
の
立
ち
お
く
れ
を
取

り
も
ど
す
た
め
の
基
盤
を
築
く

と
い
う
、
大
方
針
な
の
で
す
二

次
号
は
、
こ
の
事
業
実
施
に

あ
た
つ
て
、
そ
の
経
過
、
問
題

点
な
ど
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
 

（
つづ
く
）
 

」ヒ部地区②~ 

〔写真・・・区画整理され1こ水出を大型トラクターは活躍する〕 
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昭和39年 11月】5日 

	I  

五所川原駅、 

r
 

場
 

広
 

一別
 

駅
 

津鉄駅、 

4i 設通『各（日 
23 津鉄ホーム 

2
9
 
日
 
に
 

防
火
パ
レ
ー
ド
 

十
一
月
二
十
三

日
 
（
第
二
回

目
の
大
火
記
念
日
）
、
十
一
月

二
十
九
日
 
（
第
一
回目
の
大
火

記
念
日
）
 の
両
日
午
後
七
時
か

ら
入
時
ま
で
、

消
防
車
が
サ
イ

レ
ン
を
鳴
ら
し

て
、
市
内
を
防

火
パ
レ
ー
ド
し
ま
す
。
 

火
事
と
間
違
わ
な
い

よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。
 

火
事
は
、
私
た
ち

の
財
産
を

い
つ
し
ゆ
ん
の
う
ち
に
灰
に
し

て
し
ま
い
ま
す
。
 ま
た
、
尊
い

生
命
ま
で
、

う
ば
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
 

お
互
に
、
火
の
も
と
に
は
、
 

充
分
注
意
し

て
、
明
る
く
楽
し

い
毎
日
を
お
く
り
ま
し

よ
う
。
 

②
 

行
政
の
苦
情
・
要
望
は
 

行

政

相
談

委
員
に
 

私
た
ち
が
利

用
し
て
い
る
五

所
川
原
駅
の
跨

線
橋
（
こ
せ
ん

き
よ
う
）
が
、
 

新
し
く
な
り
ま
 

す
。
 

こ
の
跨
線
橋

は
、
さ
る
六
月

の
新
潟
じ
し

ん

で
被
害
を
う
け

現
在
、
枕
木
に

よ
つ
て
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
 

！
一
日
平
均
八

五
〇
〇
人
、
と

く
に
冬
期
間
は
 

一
 
〇
、
 

 
〇
〇
〇
 

人
以
上
の
人
た
ち
に

利
用
さ
れ

て
い
ま
す
が
、

こ
の
ま
ま
の
状

態
で
は
危
険
な
の
で
、
今
月
か

ら
工
事
に
か
か
り
、
来
春
三
月

末
に
は
、
近
代
的
な
跨
線
橋
と

な
つ
て
お
目
見
え
し
ま
す
。
 

工
事
中
は
、

ホ
ー
ム
南
側
に
 
 

別
に
作
ら

れ
た
、
仮
設
通
路
を

と
お
る

こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
 

線
路
上
で

す
の
で
危
険
で
す
。
 

駅
で

は
、
職
員
み
ん
な

が
、
 

事
故
の
な
い

よ
う
に
努
力
し

て

お
り
ま
す
が
、
利
用
す

る
私
た

ち
も
協
力
し
て
、
お
互
い
に
つ

ぎ

の
こ
と
を
守
り
、
事
故
を
お

こ
さ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
よ
う
 

①
 
時
問
に

余
裕
を
も

つ
て
、
 

早
め

に
駅
へ
行
く
よ
う
に
し

ま
し
よ
う
 

②
 
改
札

は
早
め
に

う
け
て
、
 

ホ
ー
ム
で
待

つ
ょ
う
に
し
ま

し
よ
う
 

③
 
通

路
で
は
、
お
互
い
に
交

通
道
徳
を
守
つ
て
、

押
し
あ

わ
九
い

ょ
う
に
し

ま
し
よ
う
 

④
 
乗
降

に
は
、
き
め
ら

れ
た

通
路
以

外
は
と
お
ら

な
い
よ

う
に
し

ま
し
よ
う
 

⑤
 
構
内
の
通
行
は
、

危
険
で

す
か
ら
、

と
お
ら
な
い
よ
う

に
し
ま
し
よ
う
 

行
政
に
っ

い
て
の
国
民
の
苦

情
や
意
見
、

要
望
な
ど
を
き
き

こ
れ
を
円
満
に
解
決
し
、
行
政

の
民
主
化
を
は
か
る
た
め
に
、
 

行
政
管
理

庁
は
、
市
町
村
に
行

政
相
談
委
員
を
お
い
て
い
ま
す
 

△
例
V
 

役
所
内
の
意
見

が
違

つ
て
 

補
償
が
も

ら
え
な
か

つ
た
 

松
本
さ
ん

は
、
建
設
工
事
に
従

事
中
、
頭
に
強

い
打
撲
を
う
け

た
こ
と
が
原
因

と
な
つ
て
、
テ

ン
カ
ン
を
誘
発
し
、
三
十
七
年

か
ら
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法

に
よ
る
療
養
補
償
と
、
休
業
補

償
を
う
け
て

き
ま
し

た
。
 

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と

か
、
‘三
十
八
年
分
か
ら
補
償
費

を
打
ち
切
ら

れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
夫
が
入
院
中
で

収
入
が
な
く
、
生
活
も
困
り

入

院
費
の
支
払
も
で
き
な
い
の
で

奥
さ
ん

は
、
労
働
基
準
監
督
署

に
訴
え
ま
し

た
が
、
要
領
を

い

ま
せ
ん
。
 

そ
こ
で
、

思
案
に
あ
ま
つ

て

行
政
相
談
委
員
を
た
ず
ね
、
補

償
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ

い
と
申
し
出
ま
し
た
。
 

申
し
出
を
う
け
た
行
政
相
談

委
員
は
、

さ
つ
そ
く
労
働
基
準

監
督
署

に
、
事
情
を
た
ず
ね
た

と
こ
ろ
、
 
『
松
本
さ
ん
は
、
と

き
ど
き
け
い
れ

ん
を
起
す
程
度

で
、
治
療
効
果
が
な
い

か
ら
支

給
を
打

ち
切

つ
て
、
障
害
補
償

へ
切
り
か
え

る
べ
き
だ

n一
と
い

う
意
見

と
、
 
『
従
来
ど
お
り
支

給
す
べ
き

だ
』
と
の

意
見
が
対

立
し
て
、
補
償
の
支
給
が

と
め

ら
れ
て
い

る
こ
と
が
わ

か
り
ま

し
た
。
 

そ
こ
で
行
政
相
談
委
員
は
、
 

松
本
さ
ん

の
家
庭
の
困
つ
て
い

る
こ
と
を
訴
え
、
給
付
を

は
じ

め
て
く
だ
さ

い
と
連
絡
し
た
。
 

そ
の
結
果
、
テ
ン
カ
ン
が
打

撲
を
原
因

と
し
た
、
業
務
上
の

傷
害
で
あ
る

こ
と
が
、
再
確
認

さ
れ
、
休
業
補
償
費

や
入
院
の

療
養
費
が
、

支
払
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
L
た
。
 

×
 

×
 
 

こ
の
よ
う
に
、
行
政
相
談
委
 

員
は
、
無
料
で
、

秘
密
を
守
つ
 

て
相
談
に
の
つ
て
く
れ
ま
す
。
 

私
た
ち
の
市
に
は
、
藤
田
平

太
郎
氏

（
上
平
井
町
）
、
 三
上

善
蔵
氏
（
寺
町
）
 
の
二
人の
行

政
相
談
委
員
が
お
り
ま
す
。
 

明
る

い
生
活
を
お
く
る
た
め

に
、
ど
し
ど
し

利
用
し

ま
し
よ

上
ノ
。
 （

藤
 
田
 

氏
）
 

年

賀
 
状
 
の
 

差
し

だ
し

準
備
を
 

年
賀
状
の
差
し

だ
す
時
期
が

近
づ
き

ま
し
た
。
 

せ
つ
か
く
の
年
賀
状
が
、
あ

て
名
が
完
全
に
か
か
れ
て
い
な

い
た
め
、
迷
子
に
な
つ

た
り
、
 

」
元
旦
に
配
達
さ
れ
な
い
、

と
い

う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し

ま
し

よ
う
。
 

年
賀
状
は
、
あ
て
先
の
都
道

府
県
名
、
市
町
村
名
、
町
名
、
 

番
地
ま
で

は
つ
き
り
か
き
、
同

居
人
や
子
供
あ
て
に
だ
す
と
き

は
、
か
な
ら
ず

世
帯
主
の
氏
名

を
肩
が
き
し
ま
し
よ
う
。
 

差
出
人
も
自
分
の
住
所
、
氏

名
を
省
略
し

な
い
で
、

正
確
に

か
く
こ
と
に
し
ま
し
よ
う
。
 

年
賀
郵
便
の
さ
し
だ
し
は
、
 

十
二
月
十
五
日
か
ら
二
十
八
日

ま
で
と
な
つ
て

お
り
ま
す
が
，
 

遠
い
と
こ
ろ
に
だ
す
年
賀
郵
便

は
十
二
月
二
十
二

日
ま
で
に
、
 

だ
す
よ
う
に
し
ま
し
よ
う
。
 

ま
た
、
小
包
は
十
二
月
十
五

日
ま
で
に
だ
す
よ
う
に
し
ま
し

よ
う
。
 

駅のこせん橋来春完成 

利用者が協力して事故を防ごう 
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