
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境 町 歴 史 民 俗 資 料 館 だ よ り 

長
井
戸
沼
の
干
拓 

～
沼
周
辺
住
民
の
水
と
の
苦
闘
～ 

沼と生きる 

川と生きる 
長井戸沼土地改良区（旧長井戸沼） 
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長
井
戸
沼
と
生
き
る 

そ
の
昔
、
長
井
戸
沼
の
周
辺
に
は

多
く
の
集
落
（
村
）
と
農
業
を
営
む
た

め
の
耕
地
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
農

業
の
他
に
も
、
沼
の
豊
富
な
魚
介
類

（
鰻

う
な
ぎ

・
鯉こ

い

・
鮒ふ

な

・
鯰

な
ま
ず

・
海え

老び

な
ど
）
を
獲

る
漁
業
や
河
岸
場

か

し

ば

か
ら
近
隣
の
材

木
や
薪
な
ど
を
積
み
出
す
舟
運

し
ゅ
う
う
ん

業

な
ど
、
こ
の
土
地
に
住
ん
で
い
た
人
々

は
、
水
産
資
源
の
宝
庫
で
あ
っ
た
長

井
戸
沼
と
と
も
に
生
活
し
て
い
ま
し

た
。 し

か
し
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た

利
根
川
東
遷

と
う
せ
ん

事
業
や
浅
間
山
の
大

噴
火
に
よ
っ
て
、
著
し
く
利
根
川
の

川
床
（
川
底
の
高
さ
）
が
上
昇
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
川
の
高
さ
が
沼
の
高
さ

を
上
回
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
雨
が
降

っ
て
も
沼
か
ら
川
へ
水
が
流
れ
に
く
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

長
井
戸
沼
周
辺
の
土
地
は
非
常

に
水
は
け
の
悪
い
土
地
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ひ
と
た
び
雨
が
降
れ
ば
沼

か
ら
水
が
あ
ふ
れ
、
作
物
を
育
て
て
い

る
畑
に
ま
で
雨
水
が
流
れ
込
む
よ
う 

 

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

こ
の
問
題
に
対
し
て
、
村
や
町
は

何
度
も
対
策
工
事
を
行
い
ま
し
た

が
、
効
果
は
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
明

治
時
代
に
な
っ
て
も
解
決
に
は
至
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
長
い
間
、
長
井
戸
沼

周
辺
の
人
々
は
水
害
に
悩
ま
さ
れ
て

き
ま
し
た
。 

 干
拓
工
事
開
始 

そ
こ
で
大
正
５
（
１
９
１
６
）
年
４

月
、
茨
城
県
は
長
井
戸
沼
干
拓
事

業
設
計
書
を
作
成
し
、
利
根
川
・
長

井
戸
沼
に
よ
る
水
害
の
防
止
と
長

井
戸
沼
周
辺
の
耕
地
拡
大
（
水
田

開
発
）
を
目
的
と
し
た
長
井
戸
沼
干

拓
事
業
を
開
始
し
ま
し
た
。 

大
正
６
（
１
９
１
７
）
年
７
月
、
１

町
６
ヶ
村
（
境
町
・
長
田
村
・
静
村
・

幸
島

さ

じ

ま

村
・
八
俣

や

ま

た

村
・
櫻
井

さ
く
ら
い

村
・
岡
郷

お
か
ご
う

村
）
に
ま
た
が
る
土
地
所
有
者

974
名

の
署
名
を
県
に
提
出
し
、
干
拓
促
進

の
た
め
の
耕
地
整
理
組
合
が
立
ち
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
同
年

11
月
に
は
本

格
的
な
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

境
町
塚
崎
と
宮
本
町
に
挟
ま
れ
た

美
し
い
田
園
地
帯
「
長
井
戸
沼
土
地

改
良
区
」
。
か
つ
て
こ
の
場
所
は
「
長
井

戸
沼
」
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
沼
地
で

し
た
。 

 

長
井
戸
沼
の
干
拓 

～
沼
周
辺
住
民
と
水
と
の
苦
闘
～ 

1 

干拓前の長井戸沼 ▼  

 

 

▼長井戸沼土地改良区 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

28
万
円
（
約
30
億
円
）
を
工
事
費
と

す
る
予
定
で
し
た
。
し
か
し
、
度
重
な

る
計
画
変
更
や
資
材
の
価
格
高
騰

よ
っ
て
、
当
初
の
28
万
円
で
は
ま
か

な
う
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
的
な
総

工
費
は

135
万
円
（
約

170
億
円
）
に
も

上
り
ま
し
た
。
当
時
の
町
や
村
々
の

経
済
状
況
で
は
干
拓
工
事
の
費
用

を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
こ
の
借
入
契
約
で
は
長
期
償
還

の
方
法
が
と
ら
れ
、
住
民
た
ち
の
負

担
軽
減
が
図
ら
れ
ま
し
た
。 

 

干
拓
で
生
ま
れ
た
美
田 

大
正
５
年
の
工
事
開
始
か
ら
８
年

後
の
大
正

13
（
１
９
２
４
）
年
８
月
、

12
回
も
の
計
画
変
更
や
関
東
大
震

災
（
大
正

12
年
）
を
経
て
、
長
井
戸

沼
干
拓
工
事
は
完
成
を
迎
え
ま
し

た
。
か
つ
て
沼
が
あ
っ
た
場
所
に
は

460

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
水
田
が
現
れ
、
つ
い
に

周
辺
住
民
の
悲
願
で
あ
っ
た
長
井
戸

沼
干
拓
が
実
現
し
ま
し
た
。
（
境
町

歴
史
民
俗
資
料
館 

野
村
正
昭
） 

ま
ず
、
長
井
戸
沼
の
水
は
け
の
悪

さ
を
改
善
す
る
た
め
、
長
井
戸
沼
流

域
の
堤
防
改
修
に
よ
る
排
水
路
の
掘

削
工
事
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
自
然

排
水
路
（
沼
の
周
辺
を
通
る
排
水

路
）
と
沼
地
排
水
路
（
沼
の
中
心
を

通
る
排
水
路
）
を
掘
削
し
、
地
中
に

排
水
樋
管
を
敷
設
し
た
こ
と
で
水
の

逃
げ
道
を
確
保
し
ま
し
た
。 

 計
画
変
更
と
費
用 

沼
の
干
拓
工
事
で
は
、
工
事
開
始

時
は
手
掘
り
と
蒸
気
機
関
の
揚
水

機
を
併
用
し
て
排
水
工
事
を
行
っ
て

い
ま
し
た
が
、
途
中
か
ら
ポ
ン
プ
の
動

力
と
し
て
電
力
機
が
採
用
さ
れ
ま
し

た
。
電
力
供
給
は
鬼
怒
川
水
力
電

気
株
式
会
社
、
電
力
機
は
日
立
製

作
所
か
ら
購
入
し
、
そ
れ
に
伴
い
下

小
橋
変
電
所
（
現
下
小
橋
工
業
団

地
）
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。 

当
初
こ
の
干
拓
工
事
は
、
茨
城
県

の
援
助
に
よ
っ
て
日
本
勧
業
銀
行
及

び
日
本
興
業
銀
行
か
ら
借
り
入
れ
た 

 

▲ 楊排水機場の工事 

干拓工事の様子 ▼  



 

日  光  東  街  道  と  境  河  岸
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利根川の浚渫と釣り船 

昭和 30（1955）年頃 

浚渫（しゅんせつ）とは河川や運河の底から土砂を取り除く治水工事

のことです。この工事によって集められた土は蓮沼
はすぬま

（現在の坂花町公民

館付近）の埋め立てに使われたようです。 

境第一 
中学校● 


