
　

お
盆
明
け
の
こ
ろ
か
ら
の
川
の
出
水

を
秋あ
き

出で

水み
ず

と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。
訪
れ
た

時
の
十
勝
川
は
ま
さ
に
秋
出
水
。
大
雨

の
後
で
川
の
水
か
さ
が
増
え
濁
っ
て
い

ま
し
た
。
十
勝
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い

風
景
は
こ
こ
１
０
０
年
の
間
に
生
ま
れ

た
も
の
で
、
以
前
は
あ
ま
り
切
り
開
か

れ
て
い
な
い
泥
炭
の
湿
地
や
密
林
地
帯

で
し
た
。
大
雨
の
時
に
十
勝
川
が
濁
る

様
子
は
土
砂
が
流
れ
出
し
た
も
の
で
、

開
拓
時
の
泥
炭
を
ゆ
す
い
で
い
る
こ
と

を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。

坂本クンと行く川巡り  第23回  
Go ! Go ! 109水系

開
拓
で
成
長
し
て
い
っ
た

大
樹
の
か
た
ち

十
勝
川

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内

で
、
編
集
部
の
面
々
が
全
国
の
一
級

河
川
「
１
０
９
水
系
」
を
巡
り
、川
と

人
と
の
か
か
わ
り
を
探
り
な
が
ら
、

川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
。

今
回
は
北
海
道
の
十
勝
地
方
を
流
れ

る
大
河
「
十
勝
川
」
で
す
。

音更（おとふけ）町の十勝が丘展望台から望む十勝川
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（注）報徳のおしえ
①至誠（真心を持ち明るい人）、
②勤労（進んで働き努力する人）、
③分度（よく考え、決まりを守る人）、
④推譲（譲り合い、助け合う人）
をうたっている。

大
樹
の
よ
う
な

十
勝
川
流
域

　

道
東
の
十
勝
地
方
（
以
下
、
十
勝
）
の
風

景
に
溶
け
込
ん
で
い
る
ハ
ル
ニ
レ
の
木

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

広
大
な
大
地

の
な
か
、
太
い
幹
が
す
っ
と
伸
び
、
放

射
状
に
き
れ
い
に
広
が
る
枝
葉
は
北
の

大
樹
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
様さ
ま

で
す
。

こ
の
ハ
ル
ニ
レ
の
大
樹
の
よ
う
な
形
の

十
勝
川
流
域
は
、
ほ
と
ん
ど
の
と
こ
ろ

が
酪
農
や
畑
作
の
大
農
業
地
帯
で
、
日

本
屈
指
の
食
糧
基
地
で
す
。
ど
こ
ま
で

も
つ
づ
く
大
農
業
地
帯
の
パ
ノ
ラ
マ
風

景
に
爽
や
か
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

本
州
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
は
、
十

勝
川
の
河
口
か
ら
川
を
遡
り
な
が
ら
十

勝
の
最
奥
ま
で
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
開
拓
の
面
影
を
追
っ
て
私
た
ち
も

十
勝
川
の
各
支
流
に
入
り
ま
し
た
が
、

同
じ
流
域
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
支
流
ご
と

に
産
業
も
文
化
も
異
な
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　

今
回
は
十
勝
川
と
そ
の
四
方
に
広
が

る
支
流
を
旅
し
な
が
ら
大
樹
の
流
域
が

開
か
れ
て
い
く
様
を
探
り
ま
し
た
。

河
口
の
開
拓
と

報
徳
の
お
し
え

　

開
拓
が
始
ま
っ
た
河
口
の
豊と

よ

頃こ
ろ

町ち
ょ
う。

十
勝
発
祥
の
地
と
い
わ
れ
る
河
口
の
ま

ち
大
津
に
は
ひ
っ
そ
り
と
碑
が
建
っ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
大
津
、
今
は
静
か
な
ま
ち
で
す

が
開
拓
の
始
ま
っ
た
当
初
は
活
気
が
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
豊
頃
町
教
育
委
員
会

郷
土
資
料
調
査
員
の
佐
藤
信
勝
さ
ん
に

開
拓
の
様
子
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
明
治
に
入
り
、
本
格
的
な
開
拓
が
北

海
道
各
地
で
始
ま
り
ま
し
た
。
十
勝
の

内
陸
に
入
る
道
路
が
な
か
っ
た
た
め
、

川
が
開
拓
の
軸
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の

拠
点
と
し
て
、
河
口
の
大
津
は
発
展
し

て
い
き
ま
す
」

　

大
津
は
港
町
と
し
て
人
や
物
資
の
往

来
、
そ
し
て
サ
ケ
漁
の
中
心
と
し
て
も

栄
え
て
い
き
ま
す
。
絵
図
『
北ほ
っ

海か
い

立り
っ

志し

図ず

録ろ
く

』
に
は
、
漁
場
、
牧
場
、
旅
人
宿

な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
十
勝
の

開
拓
黎
明
期
の
活
気
が
窺
え
ま
す
。

　

人
び
と
が
開
拓
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

に
し
た
の
が
「
報
徳
の
お
し
え
」

（
注
）
で
し
た
。
豊
頃
町
教
育
委
員
会

の
森
直
史
さ
ん
に
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

「
報
徳
の
お
し
え
と
は
、
豊
頃
町
開
拓

の
祖
で
あ
る
二
宮
尊た
か

親ち
か

の
祖
父
、
尊
徳

が
う
た
っ
た
思
想
で
、
社
会
に
貢
献
す

れ
ば
い
ず
れ
自
分
に
還
元
さ
れ
る
と
い

う
修
身
を
説
い
た
も
の
で
す
」

　

本
州
か
ら
移
り
住
み
、
厳
し
い
自
然

環
境
の
な
か
、
新
た
に
開
拓
し
て
い
っ

た
人
び
と
が
心
折
れ
ず
に
が
ん
ば
れ
た

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定された新河川法では、分水界や大河川の本流と支流で行
政管轄を分けるのではなく、中小河川までまとめて治水と利水を統合した水系として一
貫管理する方針が打ち出された。その内、「国土保全上又は国民経済上特に重要な
水系で政令で指定したもの」（河川法第4条第1項）を一級水系と定め、全国で109
の水系が指定されている。

川名の由来【十勝川】
アイヌ語のトカプチ（トカㇷ゚・ウㇱイ）に由来
し意味は諸説あるが、「乳房・ある・所」が
有力である。河口が東西二口に分かれ、乳
が出るがごとく流れが途絶えることがなかっ
たためといわれる。

1987年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、高校生にな
ってから下校途中の遠賀川へ寄り道をするようになり、川に興味
をもちはじめ、川に青春を捧げる。全国の河川市民団体に関する
研究や川を活かしたまちづくりの調査研究活動を行なっている。
筑波大学大学院システム情報工学研究科修了。白川直樹研究
室「川と人」ゼミ出身。博士（工学）。国立研究開発法人土
木研究所自然共生研究センター専門研究員を経て2021年10
月から現職。手取川が流れる石川県白山市の白峰集落に移住。

坂本 貴啓 
さかもと  たかあき

東京大学 地域未来社会連携研究機構 
北陸サテライト 特任助教

開拓で成長していった大樹のかたち 十勝川45



十
勝
川

音
更
川

士
幌
川

佐
幌
川

美
里
別
川

浦
幌
川

猿
別
川

帯
広
川

足
寄
川

本別川

陸別川

戸蔦別川

歴舟川

美生川

芽室川

札
内
川

利
別
川

利
別
川

十
勝
川

芽
登
川

十
勝
川

太平洋

音
更
川

士
幌
川

芽
登
川

佐
幌
川

美
里
別
川

浦
幌
川

猿
別
川

帯
広
川

足
寄
川

本別川

陸別川

戸蔦別川

歴舟川

美生川

芽室川

札
内
川

利
別
川

利
別
川

十
勝
川

札
内
川
ダ
ム

中札内村役場

豊
頃
町
役
場

帯
広

十
勝
ダ
ム

糠
平
ダ
ム

十勝三股

活
込
ダ
ム

十
勝
が
丘
展
望
台

十
勝
岳

大
雪
山

帯
広
空
港

根室本線

道東自動車道

札
内
川
ダ
ム

中札内村役場

豊
頃
町
役
場

帯
広

十
勝
ダ
ム

糠
平
ダ
ム

十勝三股

活
込
ダ
ム

十
勝
が
丘
展
望
台

十
勝
岳

大
雪
山

帯
広
空
港

根室本線

道東自動車道

大
津

十
勝
発
祥
の
地

興
復
社
事
務
所
跡

千
代
田
堰
堤

相
生
中
島
上
流
湿
地

豆資料館
（ビーンズ邸）

本別町歴史民俗資料館

ひがし大雪自然館

千
代
田
分
流
堰

大
津

十
勝
発
祥
の
地

興
復
社
事
務
所
跡

千
代
田
堰
堤

千
代
田
分
流
堰

相
生
中
島
上
流
湿
地

豆資料館
（ビーンズ邸）

本別町歴史民俗資料館

ひがし大雪自然館

の
も
、
報
徳
の
お
し
え
に
よ
る
精
神
性

と
尊
親
と
い
う
優
れ
た
指
導
者
が
身
近

に
い
た
か
ら
で
、
開
拓
時
の
不
安
や
葛

藤
を
乗
り
越
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

今
で
も
豊
頃
の
地
で
は
報
徳
の
お
し
え

が
受
け
継
が
れ
、
地
元
の
小
中
学
生
に

教
育
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
の
精

神
性
を
継
承
す
る
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。

　
　
急
勾
配
の
支
流
を
利
用

　
　
盛
ん
に
な
っ
た
木
材
産
業

　

河
口
か
ら
は
じ
ま
っ
た
開
拓
は
川
を

伝
っ
て
上
流
に
進
ん
で
い
き
、
最
初
に

ぶ
つ
か
る
大
き
な
支
流
「
利と
し

別べ
つ

川が
わ

」
に

行
き
着
き
ま
す
。
農
業
と
並
ぶ
十
勝
の

大
き
な
産
業
は
林
業
で
す
。
山
に
囲
ま

れ
た
十
勝
は
森
林
資
源
に
恵
ま
れ
、
木

を
伐
り
出
す
木
材
加
工
が
盛
ん
に
な
っ

て
い
き
ま
す
。

　

集
め
ら
れ
た
木
は
銃
床
（
ク
ル
ミ
）
、マ

ッ
チ
の
軸
木
（
ド
ロ
ヤ
ナ
ギ
）
、
タ
ン
ニ
ン

（
カ
シ
ワ
の
樹
皮
）
、
線
路
の
枕
木
や
下
駄

（
バ
ッ
コ
ヤ
ナ
ギ
）
な
ど
の
材
料
と
し
て
使

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
大
正
期
に
入
る
と
、

利
別
川
沿
い
の
本ほ
ん

別べ
つ

に
は
岡
崎
公
一
の

誘
致
に
よ
り
パ
ル
プ
工
場
が
つ
く
ら
れ
、

木
材
産
業
の
発
展
に
貢
献
し
ま
し
た
。

原
木
の
供
給
、
造
材
、
搬
入
な
ど
の
事

業
を
一
手
に
担
い
、
森
林
資
源
の
開
発

は
急
速
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。

　

輸
送
手
段
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
の
時

 十勝川
 水系番号 ： 13
 都道府県 ： 北海道
 源流 ： 十勝岳（2077 ｍ） 
 河口 ： 太平洋  
 本川流路延長 ： 156 km 17位／109
 支川数 ： 209河川 18位／109
 流域面積 ： 9010 km2 6位／109
 流域耕地面積率 ： 25.3 ％ 8位／109
 流域年平均降水量 ： 921.6 mm 106位／109
 基本高水流量 ： 15200 m3/ s 13位／109
 河口換算の
 基本高水流量※ ： 16685 m3/ s 18位／109

 流域内人口 ： 33万7127人 35位／109
 流域人口密度 ： 37人 / km2 96位／109
（基本高水流量観測地点：茂岩〈河口から21.1km地点〉）
※河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点
の集水面積）　
※各水系の比較のため公式発表諸元をもとに坂本貴啓さん作成
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏
面）　流域内人口 ＝ 国土交通省「一級水系における流域等の面積、総人
口、一般資産額等について（流域）」を参照（最終閲覧日2013年4月）

【十勝川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河川データ（平成21年）、流域界データ（昭和
52 年）、行政区域（令和3）、鉄道データ（令和3年）、高速道路時系列デ
ータ（令和3年）」より編集部で作図

1十勝川の河口付近　2十勝川の河口、開拓発祥の地に広がる大津の街並み　3「十勝発祥之地」の碑
4豊頃町開拓の祖、二宮尊親の像　5豊頃町教育委員会の教育課長、森直史さん（右）と郷土資料調査
員を務める佐藤信勝さん（左）　6十勝川から遡って開かれた豊頃町の広大な農地 2

1

34

6 5

興復社事務所跡（二宮構造改善センター）敷地内にそびえる
ハルニレの大木。二宮尊親たちの開拓を見守ってきた
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利と
し
べ
つ別
川

河口

音
おとふけ

更川

代
、
山
奥
で
伐
り
出
し
た
木
を
ど
う
や

っ
て
運
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
。
本
別
町

歴
史
民
俗
資
料
館
の
田た

野の

美
妃
さ
ん
に

話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

「
山
奥
で
伐
り
出
し
た
木
を
運
ぶ
時
に

は
『
修
羅
場
』
と
い
う
場
所
を
使
い
ま

し
た
。
修
羅
と
は
、
丸
太
を
ト
イ
の
よ

う
に
組
ん
で
滑
り
落
と
す
し
く
み
で
す
。

斜
面
を
滑
ら
せ
る
時
、
木
が
摩
擦
で
熱

を
も
つ
の
で
、
燃
え
な
い
よ
う
に
水
を

か
け
な
が
ら
お
ろ
し
ま
し
た
」

　

余
談
で
す
が
「
帰
っ
た
ら
修
羅
場
だ

…
…
」
な
ど
人
と
人
と
の
摩
擦
を
表
す

言
葉
は
ど
う
や
ら
こ
こ
か
ら
き
て
い
る

よ
う
で
す
。
ま
た
、
川
も
木
材
輸
送
に

活
躍
し
た
と
田
野
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

「
比
較
的
、
川
か
ら
近
い
と
こ
ろ
で
伐

り
出
さ
れ
た
木
は
『
流
送
』
し
ま
し
た
。

流
送
と
は
、
川
沿
い
ま
で
運
ん
だ
木
材

を
受
堤
と
呼
ば
れ
る
ダ
ム
を
つ
く
っ
て

せ
き
止
め
、
雪
解
け
水
で
あ
る
程
度
水

が
溜
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
堤
を
切
っ
て
、

水
の
勢
い
で
押
し
流
し
て
運
ぶ
こ
と
で

す
。
最
後
は
網あ

場ば

と
呼
ば
れ
る
場
所
で

木
材
を
溜
め
、
引
き
上
げ
た
木
材
は
近

く
の
木
材
加
工
場
に
運
び
ま
し
た
」

　

修
羅
場
や
流
送
は
、
山
や
川
を
活
か

し
て
木
材
を
集
め
る
開
拓
時
の
工
夫
と

い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
川
で
探
し
、磨
く

　
　
火
山
の
宝
石「
十
勝
石
」

　

利
別
川
の
支
流
か
ら
大
雪
山
の
あ
る

西
方
面
に
向
か
う
と
「
音お
と

更ふ
け

川が
わ

」
に
た

ど
り
着
き
ま
す
。
こ
の
川
で
は
「
十と

勝か
ち

石い
し

」
と
呼
ば
れ
る
黒
曜
石
が
見
つ
か
り

ま
す
。
石
を
割
る
と
黒
光
り
す
る
輝
き

を
放
ち
、
宝
石
の
よ
う
で
す
。
石
の
使

わ
れ
方
に
つ
い
て
ひ
が
し
大
雪
自
然
館

の
乙お
っ
ぱ
た幡

康
之
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
古
く
は
石
器
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た

黒
曜
石
で
す
が
、
『
十
勝
石
』
と
特
別

に
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代

ご
ろ
で
、
松
浦
武
四
郎
の
十
勝
日
記
に

は
、
『
十
勝
石
あ
り
…
…
』
と
出
て
き

ま
す
。
磨
く
と
光
る
こ
と
か
ら
、
今
で

も
宝
飾
品
と
し
て
需
要
が
あ
り
ま
す
」

　

な
ぜ
、
音
更
川
沿
い
に
こ
の
石
が
多

く
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

「
音
更
川
の
源
流
域
の
十
勝
三
股
で
は
、

２
１
０
万
年
ほ
ど
前
に
火
山
が
噴
火
し

て
十
勝
石
を
つ
く
る
溶
岩
が
流
れ
出
ま

し
た
。
そ
の
後
、
十
勝
石
が
川
で
運
ば

れ
た
た
め
、
音
更
川
沿
い
で
は
各
所
で

拾
う
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

実
際
、
私
も
音
更
川
の
河
原
に
行
き

ま
し
た
が
、
５
分
も
し
な
い
う
ち
に
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
実
は
本

別
な
ど
音
更
川
沿
い
以
外
に
も
、
十
勝

石
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
の
浸
食

な
ど
で
流
路
を
変
え
、
今
の
流
路
に
落

ち
着
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
ま
す
。
十

勝
石
が
発
見
さ
れ
る
河
川
を
調
べ
れ
ば
、

川
が
ど
う
流
れ
て
い
た
か
も
推
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

乙
幡
さ
ん
た
ち
は
、
十
勝
石
マ
ッ
プ

を
つ
く
り
、
マ
ー
カ
ー
と
し
て
過
去
の

地
形
の
推
定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

川
で
拾
う
石
が
は
る
か
昔
の
地
形
を
推

定
す
る
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い

て
、
な
ん
だ
か
ロ
マ
ン
が
あ
り
ま
す
。

7芽登川を下る流送作業員たち　8山奥で伐り出した木を運ぶ修羅場（大正末期）。木が摩擦で燃えないように水をかけながらおろした　9本別林業の功労者で
ある岡崎公一。木材を製紙会社へ供給するシステムを確立した7 8 9本別町歴史民俗資料館蔵　10本別町歴史民俗資料館で館長を務める田野美妃さん
11本別町の広域的な林業発展に寄与した利別川　12ひがし大雪自然館の学芸員、乙幡康之さん　13「十勝石」と呼ばれる黒曜石が数多くある音更川
14「十勝石」を探す坂本さんと探し当てた「十勝石」
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札
さつない

内川

　
　
扇
状
地
な
ら
で
は
の

　
　
恵
み
と
苦
労

　

十
勝
川
を
遡
り
、
最
初
に
出
て
く
る

大
き
な
支
流
は
利
別
川
、
次
は
音
更
川
、

そ
し
て
、
も
う
一
つ
「
札さ
つ

内な
い

川が
わ

」
で
す
。

十
勝
川
に
は
南
か
ら
合
流
し
ま
す
。
訪

れ
た
日
の
札
内
川
は
大
雨
の
後
で
濁
っ

て
い
ま
し
た
が
、
徐
々
に
水
が
引
き
、

い
つ
も
の
礫れ
き

河が

原わ
ら

が
顔
を
出
し
は
じ
め

て
い
ま
し
た
。

　

札
内
川
が
山
間
か
ら
出
て
く
る
と
、

扇
状
地
が
広
が
り
ま
す
。
こ
の
札
内
川

沿
い
で
開
拓
時
か
ら
代
々
農
業
を
営
む

中な
か

札さ
つ

内な
い

村む
ら

の
三
上
農
場
・
３
代
目
の
三

上
清
志
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
中
札
内
で
は
、
手て

亡ぼ
う

（
白
い
豆
）
、
大

豆
、
じ
ゃ
が
い
も
、
い
な
き
び
な
ど
を

開
拓
時
か
ら
つ
く
っ
て
き
ま
し
た
。
じ

ゃ
が
い
も
は
で
ん
ぷ
ん
工
場
で
加
工
さ

れ
ま
す
が
、
扇
状
地
に
浸
み
込
ん
で
い

る
き
れ
い
な
伏
流
水
が
あ
る
か
ら
こ
そ

成
り
立
つ
加
工
業
で
す
。
当
時
は
水
車

を
回
し
て
で
ん
ぷ
ん
工
場
を
動
か
し
て

い
た
そ
う
で
す
が
、
水
車
の
動
力
に
は

札
内
川
に
注
ぐ
支
川
の
表
流
水
が
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
」

　

札
内
川
の
水
を
活
か
し
た
農
業
が
行

な
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
扇
状
地
だ
け

に
苦
労
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

「
扇
状
地
は
川
が
つ
く
っ
た
地
形
で
す

か
ら
、
畑
の
な
か
に
も
河
原
の
石
が
ご

ろ
ご
ろ
し
て
い
て
、
石
拾
い
に
苦
労
し

ま
し
た
。
ま
た
、
砂
利
が
多
く
、
す
ぐ

水
が
地
下
に
浸
み
込
む
た
め
に
干
ば
つ

も
多
く
、
札
内
川
ダ
ム
が
で
き
る
ま
で

は
苦
労
の
連
続
で
し
た
」

　

扇
状
地
な
ら
で
は
の
開
拓
の
苦
労
を

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

苦
労
は
あ
っ
て
も
札
内
川
の
水
の
美

し
さ
や
気
持
ち
よ
さ
は
格
別
だ
と
三
上

さ
ん
は
言
い
ま
す
。
昔
は
札
内
川
に
よ

く
「
川
狩
り
」
に
行
っ
た
そ
う
で
す
。

十
勝
特
有
の
、
川
で
の
野
営
や
ピ
ク
ニ

ッ
ク
を
「
川
狩
り
」
や
「
炊
事
遠
足
」

と
言
う
そ
う
で
す
。
川
で
魚
を
釣
っ
た

り
、
河
原
で
焚
火
を
し
て
調
理
し
た
り

と
自
分
た
ち
で
食
べ
る
こ
と
を
楽
し
み

ま
す
。
た
し
か
に
こ
の
広
大
な
札
内
川

の
礫
河
原
の
風
景
を
見
て
い
る
と
、
川

を
日
常
的
に
楽
し
み
た
く
な
る
の
も
よ

く
わ
か
り
ま
す
。

　
　
失
わ
れ
た
も
の
を

　
　
取
り
返
す
十
勝
川
の
今

　

十
勝
川
が
開
拓
の
道
筋
に
な
っ
て
い

く
の
に
合
わ
せ
て
、十
勝
川
の
治
水
も
行

な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
開
拓

後
の
十
勝
川
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省

北
海
道
開
発
局
帯
広
開
発
建
設
部
治
水

課
の
天あ
も
う羽
淳
さ
ん
に
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
十
勝
川
は
今
年
（
２
０
２
２
年
）
で
治
水

事
業
１
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。
昔
の
十

勝
川
周
辺
は
泥
炭
地
層
で
、
じ
ゅ
く
じ

ゅ
く
し
た
湿
地
帯
で
し
た
。
農
業
を
発

展
さ
せ
る
た
め
に
も
畑
の
水
は
け
を
よ

く
す
る
必
要
が
あ
り
、
十
勝
川
の
堤
防

整
備
な
ど
の
治
水
を
進
め
ま
し
た
」

　

開
拓
に
と
っ
て
治
水
が
不
可
欠
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
治
水
が
進
む
に
つ
れ
て

出
て
き
た
課
題
も
あ
り
ま
す
。
河
川
管

理
者
と
連
携
し
て
活
動
を
行
な
っ
て
い

る
十
勝
川
中
流
部
市
民
協
働
会
議
（
以

下
、
十
中
協
）
の
和
田
哲
也
さ
ん
、
室
瀬

秋
宏
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
開
拓
時
の
１
０
０
年
前
と
土
地
利
用

に
比
べ
る
と
、十
勝
川
流
域
の
湿
地
帯
は

90
％
減
少
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
」

　

土
地
利
用
の
変
遷
図
を
見
る
と
た
し

か
に
ほ
と
ん
ど
の
湿
地
が
消
失
し
て
い

て
、
当
時
の
川
の
姿
と
は
大
き
く
変
わ

っ
て
い
ま
す
。
湿
地
は
魚
類
、
昆
虫
類
、

15前 日々の豪雨による出水で川幅が広がった札内川。ふだんは清流として知られる　16 道の駅「な
かさつない」に隣接する「豆資料館（ビーンズ邸）」　17豆資料館に展示されている豆類。中札内村の
開拓を支えた　18中札内村で農業を営む三上清志さん。中札内村グリーン・ツーリズム推進住民会議
の代表も務める　19中札内村の高台に広がる広大な畑。枝豆が収穫間近だった

15

16

1718

19
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ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
と
ダ
ム

　
札
内
川
で
は「
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
」と
い
う
固
有
の
ヤ

ナ
ギ
を
た
く
さ
ん
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
ヤ
ナ

ギ
、競
争
に
弱
く
、礫
河
原
の
よ
う
な
植
物
間
の
競
争

の
少
な
い
と
こ
ろ
で
な
い
と
生
育
で
き
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
礫
河
原
が
減
る
傾
向
に
あ
る
た
め
、札
内

川
ダ
ム
の
水
を
一
気
に
流
し
て
河
原
環
境
を
維
持
す
る

「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
放
流
」が
毎
年
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
出
水
期
で
ダ
ム
の
水
位
を
下
げ
て
お
く
必
要
も
あ

る
６
月
中
旬
ご
ろ
、ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
生
育
し
や
す

い
環
境
を
整
え
る
た
め
に
、水
を
放
流
す
る
こ
と
に
よ

り
河
道
を
ほ
ぐ
し
自
然
の
力
で
礫
河
原
を
増
や
す
取

り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

十勝川の今

爬
虫
類
、
両
生
類
、
鳥
類
、
哺
乳
類
と

多
く
の
生
物
が
利
用
す
る
場
で
あ
り
、

生
息
場
を
失
っ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

「
せ
め
て
広
い
河
川
空
間
の
な
か
だ
け

で
も
湿
地
を
創
出
し
よ
う
と
、相
生
中
島

上
流
湿
地
の
継
続
的
な
維
持
管
理
を
始

め
て
10
年
に
な
り
ま
す
」

　

十
中
協
で
は
、
湿
地
再
生
の
効
果
を

測
る
た
め
生
物
種
数
の
調
査
や
Ｃ
Ｏ
２

削
減
量
の
試
算
な
ど
定
量
的
な
調
査
を

地
元
の
帯
広
農
業
高
校
の
生
徒
た
ち
と

一
緒
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
開
拓
に

よ
り
生
ま
れ
た
豊
か
さ
が
あ
る
半
面
、

失
わ
れ
た
豊
か
さ
も
あ
り
、
そ
の
回
復

に
向
け
た
取
り
組
み
で
す
。

　

ま
た
、
川
に
少
し
で
も
関
心
あ
る
人

を
増
や
し
て
い
こ
う
と
い
う
気
運
も
高

ま
っ
て
い
て
、
こ
こ
十
勝
で
は
「
十
勝

川
か
わ
た
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
い
う
、

川
を
活
用
し
た
官
民
連
携
の
地
域
づ
く

り
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

天
羽
さ
ん
は
、
「
川
を
活
か
し
て
地

域
の
賑
わ
い
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
こ

う
と
、
地
域
住
民
や
民
間
事
業
者
と
一

緒
に
『
か
わ
た
び
』
を
テ
ー
マ
と
し
た

地
域
づ
く
り
も
進
め
て
い
ま
す
」

　

官
民
で
最
近
開
発
し
た
と
い
う
「
川

ブ
レ
ン
ド
コ
ー
ヒ
ー
」
を
天
羽
さ
ん
に

淹
れ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
川
の
そ
ば
で

飲
む
と
そ
の
味
は
格
別
で
す
。

　

治
水
が
行
な
わ
れ
て
１
０
０
年
経
っ

た
今
、
川
の
環
境
を
復
元
さ
せ
る
こ
と

は
、
生
物
だ
け
で
な
く
、
人
に
と
っ
て

も
重
要
で
、
こ
れ
か
ら
は
治
水
と
環
境

の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
十
勝
川
の
姿
が

模
索
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
思
い
ま
す
。

十
勝
川
に
沿
っ
て

遡
っ
た
開
拓
の
熱

　

開
拓
に
十
勝
川
が
使
わ
れ
な
が
ら
産

業
や
暮
ら
し
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
サ

ケ
を
採
り
、
木
を
伐
り
、
原
野
を
開
い

て
営
農
し
、
地
域
の
生な
り
わ
い業
を
発
展
さ
せ

な
が
ら
豊
か
な
十
勝
を
つ
く
り
あ
げ
て

き
ま
し
た
。
い
ま
や
十
勝
だ
け
で
も
生

活
が
成
り
立
つ
と
い
え
る
ほ
ど
で
す
。

　

河
口
か
ら
始
ま
っ
た
開
拓
の
熱
気
は
、

川
を
ど
ん
ど
ん
遡
り
、
支
流
域
の
資
源

を
運
び
出
し
な
が
ら
、
川
沿
い
に
街
を

築
き
つ
つ
、
帯
広
を
中
心
と
す
る
十
勝

の
繁
栄
を
つ
く
っ
て
き
た
こ
と
を
、
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
（
２
０
２
２
年
８
月
17
～
19
日
取
材
）

20洪水対策として十勝川下流につくられた「千代田分流堰」。この日は大雨により水位上昇中のため、転倒式ゲートが稼働。また、サケなどの魚
類が上流へ行けるように魚道も設置されている　21 十勝川中流部市民協働会議の和田哲也さん（左）と室瀬秋宏さん（右）　22十勝川中流
部市民協働会議が維持管理している相生中島上流湿地　23「かわたびほっかいどう」のペナントを手にする国土交通省北海道開発局帯広開
発建設部治水課の天羽淳さん　24十勝の自家焙煎珈琲店3店が、音更川、札内川、十勝川をイメージして開発した「川ブレンドコーヒー」

十勝川下流域の1922年（大正11）と1983年
（昭和58）の土地利用。湿原が失われ、耕地に
なっていることがわかる提供：北海道開発局

札内川の礫河原とそこに生える「ケショウヤナギ」

20

21

23

24

22大正11年 河川・湖沼
湿原
耕地
市街地

昭和58年
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