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栄
の
基
礎
を
つ
く
っ
た
と
い
え
ま
す
。

明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
も
、
国
に
よ
る
工
事
は
水
上
交
通
の

た
め
の
低
水
工
事
が
主
体
で
し
た
が
、
明
治
43
年（
１
９
１
０

年
）の
大
洪
水
を
契
機
に
、洪
水
防
御
を
主
目
的
と
し
た
北
上

川
第
１
期
改
修
工
事
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
新
河
道
の
開
削
、

追お
っ
波ぱ

川が
わ
の
拡
幅
、
北
上
川
の
分
流
施
設
建
設
な
ど
が
実
施
さ

れ
て
昭
和
９
年（
１
９
３
４
年
）に
完
了
し
、現
在
の
北
上
川
と

旧
北
上
川
の
形
に
な
り
ま
し
た
。

昭
和
22
年（
１
９
４
７
年
）と
翌
年
に
襲
っ
た
台
風
に
よ
り

計
画
を
上
回
る
洪
水
が
発
生
し
大
き
な
被
害
を
受
け
た
た
め
、

新
北
上
川
の
大
規
模
掘
削
や
築
堤
な
ど
を
進
め
る
と
と
も
に
、

旧
北
上
川
分
流
施
設
と
し
て
脇わ

き
谷や

水す
い
門も
ん
・
鴇と
き
波な
み
水す
い
門も
ん
を
建
設

し
、平
成
20
年
４
月
か
ら
運
用
し
て
い
ま
す
。

“
土
木
家
の
神
様
”川
村
孫
兵
衛
重
吉

現
在
の
山
口
県
萩
市
に
生
ま
れ
た
孫
兵
衛
は
、
仙
台
藩

主
で
あ
っ
た
伊
達
政
宗
に
土
木
の
才
を
見
出
さ
れ
抜
擢
さ

北
上
川
改
修
の
歴
史

江
戸
時
代
に
、
仙
台
藩
に
よ
る
新
田
開
発
と
舟
運
路
整

備
を
目
的
と
し
た
改
修
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
慶
長
10
年

（
１
６
０
５
年
）に
伊だ

達て

相さ
が
み模
宗む
ね
直な
お
が
河
道
付
替（
相さ
が
み模
土ど

手て

）工
事
に
着
手
し
、
川
を
蛇
行
さ
せ
て
勾
配
を
緩
く
し
、
舟

を
通
り
や
す
く
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、川
村
孫
兵
衛
重
吉（
以
下
、孫

兵
衛
）が
元げ

ん
な和

２
年（
１
６
１
６
年
）か
ら

寛
永
３
年（
１
６
２
６
年
）に
か
け
て
北
上

川
・
迫

は
さ
ま
川が
わ・
江え

合あ
い
川が
わ
を
合
流
さ
せ
た「
三
川

合
流
工
事
」お
よ
び
鹿
又
か
ら
石
巻
ま
で

の
流
路
開
削
工
事
を
実
施
し
、
石
巻
港
ま

で
の
舟
運
路
を
確
保
し
ま
し
た
。こ
の
工
事

に
よ
り
、石
巻
は
米
の
集
積
地
と
な
り
、江

戸
へ
の
年
貢
米
回
送
の
基
地
と
し
て
に
ぎ

わ
い
ま
し
た
。
孫
兵
衛
が
湊
町
石
巻
の
繁

れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

１
６
１
６
年
に
着
手
し
た「
三

川
合
流
工
事
」は
、江
合
川
と

迫
川
を
石
巻
市
和
渕
付
近
に

お
い
て
、
北
上
川（
現
在
の
旧

北
上
川
）と
合
流
さ
せ
る
大
規

模
な
工
事
で
、事
業
遂
行
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
技
術
的・財
政
的

困
難
を
極
め
ま
し
た
。
孫
兵
衛
は
自
ら
地
域
の
富
豪
や
支
援

者
を
回
っ
て
資
金
を
募
り
、
果
て
は
私
財
を
費
や
し
、
人に

ん
夫ぷ

と

共
に
工
事
現
場
に
泊
ま
り
込
む
な
ど
し
て
、ま
さ
に
心
血
を
注

い
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
苦
労
の
末
に
大
改
修

が
実
現
し
、
下
流
部
の
洪
水
防
止
や
流
域
低
湿
地
で
の
新
田

開
発
が
可
能
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
北
上
川
流
域
の
一
関
、

南
部
、八
戸
と
い
っ
た
各
藩
の
米
や
物
資
が
石
巻
に
運
び
込
ま

れ
る
よ
う
に
な
り
、小
さ
な
寒か

ん
村そ
ん
が
豊
か
な
川
湊
と
し
て
発
展

す
る
礎
を
築
き
ま
し
た
。

孫
兵
衛
は
、
今
も “
石
巻
の
開
祖
”と
し
て
地
元
の
尊
敬
を

集
め
て
い
ま
す
。
そ
の
業
績
へ
の
報
恩
・
感
謝
の
祭
り
と
し
て
、

約
１
０
０
年
前
か
ら
毎
年
夏
に
石
巻
最
大
の
お
祭
り「
川
開
き

祭
り
」が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。一
人
の
土
木
技
術
者
に
感
謝
す

る
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
お
祭
り
は
、全
国
で
も
珍
し
い
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
市
民
の
憩

い
の
場
で
あ
る
日
和

山
公
園
に
昭
和
58
年

（
１
９
８
３
年
）、
市
制

施
行
50
周
年
を
記
念
し

て
孫
兵
衛
の
銅
像
が
建

立
さ
れ
ま
し
た
。

　
北
上
川
は
、流
域
面
積
約
１
０
，１
５
０
㎢（
全
国
第
４
位
）、幹
川
流
路
延
長
約
２
４
９
㎞（
全
国
第
５
位
）の
、岩
手
県

お
よ
び
宮
城
県
を
流
れ
る
東
北
最
大
の
河
川
で
す
。豊
か
な
穀こ
く

倉そ
う

地
帯
や
良
質
な
漁
場
を
育
み
、古
く
か
ら
舟し
ゅ
う
う
ん
ろ

運
路
と

し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
北
上
川
は
、今
も
昔
も
石
巻
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
す
。

　
し
か
し
、か
つ
て
は
湿
地
を
蛇
行
し
、ひ
と
た
び
大
雨
が
降
れ
ば
洪
水
を
引
き
起
こ
す
暴
れ
川
で
し
た
。幾
度
も
水
害

に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
、流
域
の
治
水・開
発
事
業
は
ほ
と
ん
ど
手
付
か
ず
の
ま
ま
で
し
た
が
、藩
政
時
代
以
降
か
ら
本

格
的
な
治
水
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。北
上
川
改
修
の
歴
史
と
、北
上
川
改
修
工
事
に
よ
り
石
巻
の
礎
を
築
い
た
川か
わ

村む
ら

孫ま
ご
兵べ

衛え

重し
げ
吉よ
し
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

北
上
川
改
修
の
歴
史
と
、

受
け
継
が
れ
る
治
水
事
業
へ
の
情
熱

北上川改修の歴史
Vol.10北上川（現在の旧北上川）・

迫川・江合川の三川合流点

「川開き祭り」では、大縄を祀った御神輿が
練り歩き、勝敗で豊漁か豊作かを決める
綱引きならぬ “大縄引き大会”などが行な
われる

明治時代

旧
北
上
川

迫川

江合川

旧迫川

和渕山

神取山

神取橋
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今
に
引
き
継
が
れ
る

ま
ち
づ
く
り
へ
の
思
い

２
年
前
に
石
巻
に
赴
任
し
、

北
上
川
下
流
河
川
事
務
所

の
調
査
課
長
と
し
て
復
旧
・

復
興
事
業
に
携
わ
る
大
澤
修
一
は「
私
も
震
災
で
の
復
旧
・
復

興
事
業
を
通
じ
て
孫
兵
衛
の
偉
業
を
知
り
、
事
業
に
対
す
る

情
熱
に
心
を
打
た
れ
る
と
と
も
に
、治
水
や
土
木
工
事
が
ま
ち

づ
く
り
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
ま
し
た
」と
語

り
ま
す
。

同
事
務
所
で
は
、
郷
土
の
偉
人
の
功
績
を
知
っ
て
も

ら
お
う
と
北
上
川
改
修
着
手
４
０
０
年
を
記
念
し
、
本

年
１
月
に「
川
村
孫
兵
衛
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」を
開
催
し
ま

し
た
。
ま
た
、
本
年
７
月
～
８
月
末
に
は
、
石
巻
市
と

出
身
地
の
萩
市
と
連
携
し
、
多
く
の
人
に
孫
兵
衛
の
功

績
を
紹
介
し
つ
つ
、併
せ
て
石
巻
の
自
然
・
文
化
・
人
々

の
暮
ら
し
や
、
震
災
か
ら
の
復
興
を
体
感
し
て
も
ら
う

こ
と
を
目
的
に
、「
孫
兵
衛
ゆ
か
り
の
地
巡
り
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
」を
開
催
し
ま
し
た
。
７
名
の
方
が
石
巻
市
お

よ
び
萩
市
の
全
ゆ
か
り
の
地
を
制
覇
し
、石
巻
市
長
か
ら

「
川
村
孫
兵
衛
重
吉
マ
ス
タ
ー
認
定
証
」と
井
内
石
で

作
ら
れ
た
孫
兵
衛
コ
ー
ス
タ
ー
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

多
く
の
復
旧
・
復
興
事
業
が
進
行
し
、
新
し
い
ま
ち

に
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
石
巻
市
。
そ
の
中
心

と
な
る
北
上
川
の
治
水
事
業
へ
の
情
熱
は
、
孫
兵
衛
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
先
人
の
手
を
経
て
、
震
災
復
興

を
担
う
事
業
者
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
過
去
に
治
水

事
業
に
携
わ
っ
て
き
た
人
々
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
新

し
い
時
代
の
技
術
や
考
え
方
を
取
り
入
れ
、未
来
に
向
け
た
石

巻
の
ま
ち
づ
く
り
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

Vol.10

北上川改修の歴史

スタンプラリーの
印象帳と、集めたス
タンプの数に応じ
て進呈したオリジ
ナルカード

10月27日（孫兵衛の命日）に授与式が行われた
（写真左から）高橋北上川下流河川事務所長、第１号
制覇者の秋

あきば
塲さん、亀山石巻市長

縄張稲荷神社
孫兵衛が測量などで使った間

けん
縄
なわ
を奉納し、工

事安全を祈願して創建されたと伝えられている。
川開き祭りには欠かせない神社。

川村孫兵衛重吉銅像（日和山）
旧北上川を指さしている姿は、まるで温か
いまなざしで旧北上川の工事や復興を目
指す石巻市を見守り続けているかのよう

（左から）川村家墓碑と重吉神社
孫兵衛と妻そして子孫14代目まで
が眠る墓所と孫兵衛を祀って建立さ
れた重吉神社

1605年	 伊達相模宗直が「相模土手」に着手（～1610年）
1616年	 川村孫兵衛重吉が、三川合流工事および流路開削工事に着手
	 （～1626年）
1880年	 石巻から盛岡間の航路改良を目的とした低水工事に着手（～1902年）
1910年	 ２度にわたる大洪水により甚大な被害発生
1911年	 北上川第１期改修工事に着手（分流施設の建設、新北上川の開削）	

	（～1934年）
1947年	 カスリン台風による洪水
1948年	 アイオン台風による洪水
1955年	 新北上川の大規模掘削に着手（～1991年）
1996年	 旧北上川分流施設建設事業に着手
2008年	 旧北上川分流施設完成

厳選！
孫兵衛ゆかりの
地めぐり

原始河川及び江戸時代 (1) 江戸時代 (2)

調査課長　大澤	修一

副賞として授与された
特製コースター
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