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第

1

章

一

坂

田

の

農

業

l

明

治

以

降

の

発

展

農
民
を
苦
し
め
た
地
租
改
正

小

糸

川

の

西

部

に

あ

た

る

周

西

平

野

の
一

部
、

お

よ

そ

五

O

ヘ

ク

タ

ー

ル

が

坂

田

村

の

主

な

耕

地

で

あ

っ

た
。

背

後

に

は

低

い

正

陵

地

帯

を

有

し

て

お

り
、

そ

乙

は

木

更

津

畑

沢

に

接

し
、

山

あ

い

に

も

わ

ず

か

な

が

ら

山

畑

が

存

在

し

て

い

た
。

気

候

温

暖
、

水

の

確

保

さ

え

で

き

れ

ば
、

そ

こ

は

肥

沃

な

団

地

と

し

て

村

民

に

豊

か

な

実

り

を

約

束

す

る

地

で

あ

っ

た
。

し

か

し
、

乙

の

村

に

は

川

が

な

い
。

圧

陵

は

い

ず

れ

も

低

く
、

東

京

湾

と

坂

田

の

部

落

を

隔

て

て

細

長

く

伸

び

て

い

る

だ

け

で
、

森

林

と

は

い

っ

て

も

裏

山

坂田の農業

程

度

の

も

の

に

す

ぎ

ず
、

昔

か

ら

湧

水

に

乏

し

い

土

地

で

あ

っ

た
。

農

耕
、

と

り

わ

け

稲

作

に

と

っ

て

は
、

水

は

生

命

で

あ

る
。

水

の

確

保

の

た

め
、

坂

田

の

先

人

た

ち

は

血

の

出

る

よ

う

な

努

力

で
、

丘

陵

の

谷

あ

い

に

堰

を

築

き
、

ま

た

村

の

要

所

に

は

溜

池

を

設

け

て

き

第1章

た
。

し

か

し
、

そ

れ

で

も

坂

田

の

全

耕

地

を

潤

す

に

は

足

り

ず
、

明

治

の

初

期

に

は
、

水

田

は

全

耕

地
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の

約

半

分

に

す

ぎ

ず
、

そ

の

他

の

畑

地

で

は
、

麦
、

雑

穀
、

豆

類
、

い

も

類
、

木

綿
、

野

菜

な

ど

が

栽

培

さ

れ

て

い

た
。

だ

が
、

い

っ

た

ん

皐

越

に

遭

遇

す

れ

ば
、

も

う

手

の

ほ

ど

と

し

ょ

う

が

な

い
。

天

水

を

神

に

祈

り

な

が

ら

生

き

て

き

た
、

と

い

う

の

が

明

治

初

期

ま

で

の

坂

田

の

農

民

た

ち

の

姿

で

あ

っ

た
。

明

治

の

初

期
、

坂

田

の

海

岸

は

広

い

遠

浅

の

浜

辺

を

も

ち

な

が

ら

も
、

ま

だ

海

水

中

で

の

海

苔

養

殖

法

は

確

立

さ

れ

て

お

ら

ず
、

若

干

の

有

志

が

細

々

と

海

苔

養

殖

を

試

み

て

い

た

に

す

ぎ

な

か

っ

た
。

そ

の

ほ

か
、

数

名

の

漁

師

た

ち

が

打

瀬

網

(

手

繰

網)

や

地

引

網

で

漁

業

を

営

ん

で

は

い

た

が
、

そ

れ

と

第2編

て

も

生

業

と

い

う

わ

け

で

は

な

く
、

近

隣

の

農

民

た

ち

の

食

膳

を

飾

る

程

度

の

も

の

で

あ

っ

た
。

坂

田

住

民

の

ほ

と

ん

ど

は
、

農

業

を

主

体

と

し
、

稲

作

を

は

じ

め

農

耕

に

よ

っ

て

生

計

を

た

て

て

い

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

で

も
、

水

利

に

恵

ま

れ

な

い

坂

田

で

は
、

水

田

五

割
、

畑

地

が

五

割

と

い

っ

た

状

態

で
、

水

田

か

ら

収

穫

さ

れ

る

米

は
、

そ

の

大

部

分

を

年

貢

あ

る

い

は

小

作

米

と

し

て

納

め

な

け

れ

ば

な

ら

ず
、

自

分

た

ち

の

食

す

る

飯

米

に

も

事

欠

き
、

麦
、

粟

餅
、

き

び

餅

を

主

食

と

し
、

米

の

飯

に

あ

り

つ

け

る

こ

と

は

め

っ

た

に

な

か

っ

た
。

ま

さ

に
、

乙

乙

坂

田

も

典

型

的

な

貧

し

い

農

村

の
一

つ

で

あ

っ

た
。

H

御
十

新
H

を

な

し

と

げ

た

明

治

新

政

府

は
、

農

業

政

策
、

農

民

政

策

の

面

で

も

新

機

軸

を

打

ち

出

し

た
。

そ

の
一

つ

は
、

明

治

五

年

の

庄

屋

(

名

主
)

な

ど

の

旧

来

の

村

役

人

の

廃

止
、

戸

長
・

副一
戸

長

の

設

置

と
お

土

地

永

代

売

買

の

禁

を

解

き
、

田

畑

勝

手

作

を

許

し

た

と

と

で

あ

っ

た
。

乙

れ

に

よ

っ

て
、

農

民

は

自

分

の

所

有

す

る

田

畑

で
、

そ

の

土

地

に

合
っ

た

作

物

を

自

由

に

栽

培

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

な

る

と

と

も

に
、

田

畑

を

処

分

し

て

都

会
へ

出

て

い

く

乙

と

も

可

能

に

な

っ

た
。

明

治

三

年
、

平

民

に

も

姓

を

許

さ

れ

た

の

と

合

わ

せ

て
、

乙

れ

は
一

大

改

革

で

あ

っ

た
。
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初
代
千
葉
県
令
柴
原
和

天
保
三
年
(一
八
三
二)
二
月 、
播
麿
国(
兵
庫
県)

竜
野
藩
の
藩
士
柴
原
家
に
生
ま
れ
る 。
江
戸
で
学
ぴ
脱

藩
し
て士山
士
的
行
動
に
参
加 。
元
治
元
年
(一
八
六
四

年) 、
藩
校
の
助
教
に
迎
え
ら
れ 、
鳥
羽
伏
見
の
戦
の
の

ち
藩
主
を
説
い
て
新
政
府
軍
に
参
加
さ
せ
る 。
明
治
二

年 、
甲
府
県
大
参

事
と
な
り 、
同
四
年
七
月 、
宮
谷
県

権
知

事
に
転
任 。
そ
の
後 、
木
更
津
県
権
令 、
印
梅崎
県

権
令
を
経
て 、
明
治
六
年
六
月 、
千
葉
県
設
置
と
と
も

に
千
葉
県
権
令
と
な
り 、
同
月
二
十
九
日
千
葉
県
令
に

就
任 。
千
葉
県
行
政
の
最
高
責
任
者
と
し
て 、
房
総
の

勧
業
政
策
に
つ
と
め 、
漁
業
と
製
茶
な
ど
の
振
興
に
尽

く
し
か

明
治
三
県
令H
の一
人
と
い
わ
れ
た 。
明
治
十

三
年
三
月 、
元
老
院
議
官
に
任
ぜ
ら
れ 、
の
ち
山
形
県 、

香
川
県
の
知

事
を
歴
任 、
明
治
二
十
七
年 、
貴
族
院
議

員
に
選
ば
れ
た 。



次

い

で
、

明

治

六

年

七

月
、

新

政

府

は

地

租

改

正

を

実

施
、

旧

来

の

農

民

保

有

地

に

私

的

所

有

権

を

認

め

る

と

と

も

に
、

地

券

を

発

行

し
、

そ

れ

に

対

し

て

金

納

定

額

地

租

を

課

し

た
。

乙

の

地

租

改

正

に

あ

た

っ

て
、

千

葉

県

令

柴

原

和

は
、

地

券

税

法

取

調

掛

の
一

人

民

選

ば

れ
、

そ

の

立

案

に

参

画
、

全

国

に

先

が

け

て

同

条

令

を

県

下

に

発

布

し
、

そ

の

実

践

に

あ

た

っ

た
。

い

わ

ば
、

千

葉

県

は

地

租

改

正

の

モ

デ

ル

県

と

な

っ

た

の

で

あ

る
。

地

租

改

正

の

内

容

は
、

土

地

区

画

を

決

定

し
、

地

価

は

団

地
一

反

歩

の

収

穫

高

を

石

代

換

算

し
、

種

肥

代
、

地

租
、

村

費

を

差

し

引

い

た

残

額

を
一

定

率

で

資

本

還

元

す

る

方

法

で

算

定

し
、

地

租

は

地

価

の

三

%
、

村

費
一

%
、

収

穫

の

三

四

%

と

定

め

ら

れ

た
。

こ

の

た

め
、

農

民

に

と

っ

て

は

負

担

は

以

前

よ

り

も
一

層

重

く

な

り

(

江

戸

時

代

の

年

貢

は

ほ

ぼ

二

八

%
)

、

各

地

で

地

租

改

正

反

対

の

農

民
一

授

が

ひ

ん

発

し

た
。

こ

の

た

め

明

治

十

年
一

月

に

は
、

地

租

は

0
・

五

%

引

き

下

げ

ら

れ
、

二

・

五

%

と

さ

れ

る

と

と

も

に
、

金

納

に

代

え

て

物

納

も

認

め

ら

れ

る

乙

と

に

な

っ

た
。

地

租

改

正

は
、

自

ら

土

地

を

も

た

な

い

小

作

人

に

と

っ

て

は

い

っ

そ

う

重

圧

と

な

っ

た
。

江

戸

時

代

に

は
、

収

穫

物

の

う

ち

三

七

%

を

地

主

に
、

二

八

%

を

領

主

に

献

納

し
、

三

五

%

を

小

作

人

が

得

て

い

た

の

に

対

し
、

地

租

改

正

に

よ

っ

て

旧

領

主

取

分

に

代

わ

る

地

租

が

三

四

%

と

大

幅

に

引

き

上

げ

ら

れ

た

の

に

対

し
、

地

主

の

取

分

は

三

四

%

に
、

小

作

人

の

取

分

は

二

八

%

と

大

幅

に

引

き

下

げ

ら

れ

た

の

で

あ

る
。

し

か

も

収

穫

量

に

は

関

係

な

く
、

一

定

金

額

を

金

納

す

る

乙

と

が

原

則

と

さ

れ

た

た

め
、

凶

坂田の農業

作

の

年

に

は

な

お

い

っ

そ

う

過

酷

な

も

の

と

な

っ

た
。

こ

の

た

め
、

小

作

人

の

生

活

は

窮

迫

の

度

を

加

え

た

が
、

自

作

農

に

と

っ

て

も

地

租

の

負

担

は

重

く

の

し

か

か

り
、

土

地

を

手

離

し

て

小

作

人

に

な

る

者

も

後

を

た

た

な

か

っ

た
。

第1章

坂

田

に

お

い

て

も
、

村

中

の

田

畑

が
一

筆

漏

ら

さ

ず

調
べ

ら

れ
、

そ

れ

ら

を
一

等

l

五

等

に

等

級

分

169 
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け

し
、

そ

れ

に

基

づ

い

て

農

民

に

納

税

義

務

が

課

せ

ら

れ

た
。

例

外

は

許

さ

れ

な

か

っ

た
。

し

か

し
、

坂

田

の

水

田

は

水

の

安

定

性

を

欠

き
、

毎

年
、

生

産

が
一

定

し

て

い

な

い
。

む

し

ろ

早

魁

に

苦

し

む

の

が

常

で

あ

り
、

不

作

に

悩

ま

さ

れ

て

い

た
。

そ

ん

な

事

情

も

お

か

ま

い

な

く
、

政

府

は

定

め

ら

れ

た

税

金

を

否

応

な

く

取

り

立

て

た
。

乙

の

地

租

改

正

に

あ

た

っ

て
、

政

府

は

地

券

と

い

う

土

地

所

有

権

利

書

を

発

行

し

た
。

権

利

が

あ

れ

ば

義

務

を

負

わ

さ

れ

る
。

そ

ん

な

論

法

だ

っ

た

の

だ

が
、

農

民

に

と

っ

て

は
、

地

券

を

得

た

か

ら

と

い

っ

て

実

利

を

得

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た
。

そ

の

た

め
、

「

地

券

と

は

高

税

に

対

す

る

不

平

不

満

を

な

だ

め

第2編

る

た

め

土

地

所

有

者

に

箔

を

つ

け

た

飾

り

も

の

に

す

ぎ

な

い
L

と

い

う

見

方

も

生

ま

れ

た
。

農

民

に

と

っ

て
、

地

租

改

正

は
、

負

担

が

軽

く

な

る

改

正

で

は

な

く

て
、

負

担

を
一

層

重

く

す

る

H

改

悪
H

K

結

果

し

た

の

で

あ

る
。

と

は

い

え
、

力

の

な

い

農

民

た

ち

は

と

の

高

税

に

対

し

正

面

き
っ

て

反

発

す

る

わ

け

に

も

い

か

な

い
。

で

は
、

ど

う

す

れ

ば

よ

い

の

か
。

坂

田

ば

か

り

で

な

く
、

同

じ

よ

う

な

条

件

下

に

あ

る

久

保
、

中

野
、

杢

師

な

ど

周

西

平

野

に

住

む

農

民

の

苦

悩

は

尽

き

る

乙

と

が

な

か

っ

た
。

久
保
南
阪
水
車
の
完
成

地

租

改

正

に

よ

る

重

税

は
、

坂

田

農

民

の

双

肩

に

重

く

の

し

か

か

っ

て

い

た
。

限

ら

れ

た

土

地

で

の

収

穫

に

は

限

度

が

あ

る
。

し

か

も

水

不

足

に

よ

る

皐

越

に

お

び

や

か

さ

れ

る

年

々

の

繰

り

返

し
。

坂

田

の

農

民

た

ち

は

地

租

納

入

の

た

め

に
、

何

が

し

か

の

収

入

を

求

め

て

朝

早

く

か

ら

夜

遅

く

ま

で

働

き

づ

め

に

働

い

た
。
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地
租
改
正
に
伴
い 、
農
民
の
負
担
が
重
く
な
っ
た
乙

と
に

反
対
し
て
起
乙
っ
た
農
民
騒
動 。
千
葉
県
で
は 、

全
国
に
先
駆
け
て
地
租
改
正
が
推
進
さ
れ
た
た
め 、
明

治
七
年
二
月 、
反
対
農
民
に
よ
り

県
庁
が
放
火
さ
れ 、

関
係
書
類
を
焼
失
す
る
と
い
う

事
件
が
発
生
し
た 。
そ

の
後 、
明
治
八
年
に
は 、
三
重 、
愛
知 、
茨
城
な
ど
で

大
規
模
な一
授
が
発
生 、
明
治
九
年一
月 、
地
租
軽
減

が
実
現
さ
れ
た 。
一
俊
化
し
な
か
っ
た
地
方
で
も 、

地

租
改
正
を
契
機
に 、
租
税
共
議
権
な
ど
の
権
利
意
識
が

芽
ば
ぇ 、
国
会
開
設
運
動
や
自
由
民
権
運
動
の
基
盤
を

形
成
し
て
い
っ
た 。



坂

田

の

住

民

に

と

っ

て

幸

せ

で

あ

っ

た

の

は
、

文

政

時

に

始

ま

っ

た

「

明

石

醤

油
」

が
、

年

々

規

模

を

拡

大

し
、

住

民

た

ち

に

手

間

賃

稼

ぎ

の

格

好

の

働

き

場

所

を

提

供

し

た

こ

と

と
、

明

治

十

六

年
、

新

し

い

海

苔

養

殖

法

の

発

見

に

よ

っ

て
、

坂

田

地

先

に

広

が

る

広

大

な

海

面

で

の

海

苔

養

殖

が

可

能

と

な

っ

た

乙

と

で

あ

っ

た
。
「

明

石

醤

油
」

は
、

東

京

の

発

展

と

人

口

の

急

増
、

そ

し

て

東

京

湾

を

は

さ

ん

で

対

岸

に

位

置

す

る

横

浜

や

軍

港

横

須

賀

の

発

展

に

伴
っ

て
、

そ

の

需

要

は

急

増

を

遂

げ
、

年

々

醸

造

高

を

ふ

や

し

つ

つ

あ

っ

た
。

そ

れ

に

伴
っ

て
、

そ

の

仕

込

み

ゃ

蔵

出

し
、

輸

送

な

ど

の

仕

事

量

が

ふ

え
、

坂

田

住

民

の

格

好

の

手

間

賃

稼

ぎ

の

場

と

な

っ

た

の

で

あ

る
。

ま

た
、

海

苔

養

殖

も
、

明

治

十

六

年

以

降
、

新

し

い

養

殖

法

の

発

見

に

よ

り

年

々

盛

ん

と

な

り
、

明

治

末

期
、

坂

田

漁

業

組

合

が

結

成

さ

れ

た
。

し

か

し
、

手

間

賃

稼

ぎ

や

海

苔

養

殖

だ

け

で

は
、

と

て

も

生

計

を

維

持

す

る

こ

と

は

で

き

な

い
。

当

時

は

ま

だ

生

計

の

基

盤

は

農

業

で

あ

り
、

農

業

が

安

定

し

な

い

乙

と

に

は
、

生

活

の

安

定

も

は

か

れ

な

い
。

明

治
二

十

七

年
、

坂

田

を

襲
っ

た

大

早

魅

は
、

坂

田

住

民

に

改

め

て

そ

の

と

と

を

知

ら

し

め

た

の

で

あ

っ

た
。

こ

の

年

夏
、

坂

田

を

は

じ

め

周

西

平

野
一

帯

は
、

未

曽

有

の

大

皐

魁

に

襲

わ

れ

た
。

坂

田

水

田

の

水

が

め

で

あ

る

大

関

谷
、

新

関

谷

の

水

も

澗

れ

果

て
、

水

田

は

渇

き

き

っ

て

地

割

れ

の

で

き

る

始

末
。

丹

坂田の農業

精

乙

め

て

育

て

て

き

た

稲

も

軒

並

み

立

ち

枯

れ

て
、

ひ

ど

い

と

こ

ろ

で

は

稲

穂

の

出

た

の

は

皆

無

に

等

し

い

と

い

う

惨

状

で

あ

っ

た
。

そ

れ

に

加

え

て
、

い

な

と

が

大

発

生

し
、

わ

ず

か

に

残
っ

た

稲

穂

を

喰

い

荒

ら

す
。

皐

越

に

は

慣

れ

て

い

る

坂

田

の

農

民

に

と

っ

て

も
、

乙

の

年

の

惨

状

は

目

を

覆

う

ば

か

り

で

あ

っ

た
。

こ

の
一

大

悲

劇

の

中

に

あ

っ

て
、

時

の

周

西

村

長

金

田

盈

蔵

は
、

こ

の

地

区
一

帯

の

農

民

の

永

年

の

第1章

悲

願

を

実

現

す

べ

く
、

立

ち

上

が

っ

た

の

で

あ

る
。

彼

は
、

農

民

代

表

を

集

め

て

は

徹

夜

の

協

議

を

重

明治一戦前の農具
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ね
、

小

糸

川

の

水

を

乙

の

地

帯

の

水

田

に

場

水

す

べ

く
、

水

車

架

設
へ

と

動

き

出

し

た

の

で

あ

る
。

当

時

の

周

西

村

お

よ

び

八

重

原

村

は
、

い

ず

れ

も

小

糸

川

沿

い

に

あ

り

な

が

ら
、

小

糸

川

の

流

れ

が

耕

地

に

比

べ

て

極

端

に

低

か

っ

た

た

め
、

そ

の

水

を

水

田

に

概

ぐ

こ

と

が

で

き

ず

に

い

た
。

こ

の

た

め
、

周

西

平

野

は
、

土

質

が

良

好

で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず
、

水

不

足

に

よ

る

皐

魁

と
、

そ

の

結

果

と

し

て

の

不

作

に

悩

ま

さ

れ

て

き

た
。

も

し
、

小

糸

川

の

水

を

揚

水

し

て

水

固

に

概

ぐ

乙

と

さ

え

で

き

れ

ば
、

早

魁

に

お

び

や

か

さ

れ

る

乙

と

も

な

く
、

年

々

安

定

し

た

収

穫

を

あ

げ

る

と

と

が

で

き

る
。

そ

れ

の

み

第2編

な

ら

ず
、

水

不

足

の

た

め

畑

地

と

し

て

雑

穀

や

豆

類

の

作

物

し

か

で

き

な

い

耕

地

を

水

田

に

変

え
、

稲

作

面

積

を

飛

躍

的

に

拡

大

す

る

乙

と

も

で

き

る
。

村

長

金

田

盈

蔵

の

呼

び

か

け

に

応

え

て
、

坂

田

の

農

民

た

ち

は

坂

田

水

利

組

合

を

結

成

し

て
、

水

車

建

設

に

乗

り

出

し

た

の

で

あ

る
。

と

こ

ろ

で
、

小

糸

川

の

水

を

水

車

で

汲

み

上

げ

る

に

は
、

通

常

の

水

車

で

は

間

に

合

わ

な

い
。

し

か

も

大

量

の

水

を

汲

み

上

げ

よ

う

と

い

う

の

だ

か

ら
、

そ

れ

な

り

の

特

殊

な

水

車

が

必

要

で

あ

る
。

さ

ん

ざ

ん

検

討

を

重

ね

た

あ

げ

く
、

彼

ら

は

市

原

郡

に

住

ん

で

い

た

藤

原

次

郎

吉

と

い

う

特

殊

技

術

者

を

発

見

し

た
。

藤

原

次

郎

吉

は

県

下

で

農

業

機

械

の

発

明

者

と

し

て

知

ら

れ

て

い

た
。

周

西

村

の

苦

境

を

聞

い

た

藤

原

は

大

い

に

同

情

し
、

久

保

南

阪

大

水

車

の

架

設

に

全

面

的

な

協

力

を

寄

せ

る

こ

と

と

な

っ

た
。

総

工

費

は

二

四

O

O

円

が

見

込

ま

れ

た
。

ま

た
、

大

水

車

の

架

設

に

よ

っ

て

受

益

す

る

水

田

は

七

二

町

二

反

二

畝

七

歩
、

そ

の

う

ち

六
・

二

割

を

久

保

地

区

に
、

三

割

を

坂

田

に
、

残

り

の

0
・

八

割

を

杢

師

に

引

水

す

る

こ

と

も

決

定

し

た
。

か

く

て

明

治

二

十

七

年

八

月
一

日
、

建

設

に

着

手

し
、

翌

二

十

八

年
一

月

十

三

日
、

大

水

車

は

竣

工

し

た
。

こ

の

水

車

は
、

輪

径

三

八

尺

(
一

二

・

五

メ

ー

ト

ル
、

輪

幅

六

尺

四

分

(

約

二

メ

ー

ト

ル
)

、

水
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を

汲

み

上

げ

る

函

の

深

さ

が
一

尺

五

寸

(

約

五

0

セ

ン

チ
)

で

左

右

に

連

な

り
、

二

五

六

個

が

備

え

ら

れ

て

い

る

と

い

う

巨

大

な

も

の

で
、

当

時

H

東

洋

第
二
H

の

大

水

車

と

し

て

世

間

の

注

目

を

集

め

た
。

一

時

間

当

た

り
一

三

八

二

斜

(

約

三

三

二

0

キ

ロ

リ

竣

工

時

か

ら

こ

の

大

水

車

は

快

調

に

回

転

し
、

の

水

を

汲

み

上

げ
、

周

西

平

野

七

二

町

歩

余

の

水

田
へ

流

入

さ

せ

る

よ

う

に

な

っ

た
。

久

保

南

阪

水

車

の

完

成

に

よ

り
、

周

西

平

野

の

水

田

は

よ

う

や

く

蘇

生

し

た
。

村

人

た

ち

の

喜

び

よ

う

は
、

ま

さ

に

「

驚

嘆

驚

喜

の

絶

頂
」

に

達

し

た
。

こ

の

久

保

南

限

水

車

の

完

成

を

祝

し

て
、

明

治

三

十
一

年

四

月
、

小

糸

川

べ

り

の

水

車

の

近

く

に

記

念

碑

が

建

て

ら

れ

た
。

記

念

碑

は
、

二

メ

ー

ト

ル

強

の

高

さ

の

自

然

石

を

用

い

て
、

威

風

堂

々

た

る

も

の

で

あ

っ

た
。

そ

こ

に

は

当

時

の

農

民

の

苦

し

み

と

水

車完

成

の

喜

び

が

次

の

よ

う

に

刻

ま

れ

て

い

る
。

坂田の農業

南
総
君
津
郡
周
西 、
八
重
原二
村
沿
小
糸川
地
高川
低
不
可
以
濯田
圃
而
村
中
如
久
保
坂
田
杢
師
往
年
各

為一
村
今
則久
保
坂
田
属
周
西杢
師
併
於八
重
原
然
猶
為一
一衆
落
雌
土
質
頗
良
不
能
量
其地
利
秋
成
無
害

十
歳
間
僅一
二
年
耳
甲
午
歳
早

甚加
以
虫
害
久
保
水
田三
十六
町
九
段
徐
其
能
挿
秩
者
不
過
十
之一
河
嬬

一
帯
無
青色
突議
者日
回
以
水
為
命
無
水
則無
稲
今
也工
芸
日
進
火
輪
走
馬
電
音
博
鷲或
有
利
用
河
水
良

器山豆
可
束
手望
雲
寛
乎
坂
田
杢
師人
亦
欲
合
力
興
修
水
利
集
議
累
日
殆
忘
眠
食
有人
告日
和
泉人
藤
原
次

郎
吉
今
寓千
葉
発
明
農
桑
器
械
最
巧
水
車
乃
轄之
規
画
臼
非
費二
千
圏
不
能
也
則
議定
其
率課之
於三
緊

落七
十
弐
町三
段二
畝八
歩
其
引
水
久
保
則十
之六
分二
董
坂田三
分
杢
師八
蓋
議
譜
約
堅
乃
相地
勢
起

工
於
久
保
南
限
阪
北
並
撃
板
渠三
篠
堰
河
引
水
渠
頭
設
問
門
置水
則
中
渠
潤十二
尺
長
十五
尺
下
通
於
河

左
右
両
渠
潤各一
尺
下
梢
慶
梢
隆
其
長
葉
居
中
渠之
半
渠
窮
間開
設
水
車
状
如
弁
両
輪
為一
者
輪
径三
十
八

久

保

南

限

水

車

之

碑

内
務大
臣
従二
位
勲一
等子
爵
芳川
顕正
公
家
額

第1章

173 



坂田の産業と土地区画整理事業

尺
輔
幅六
尺六
十
四
幅
湊一
穀
輪
選
左
右
周
画
画
万一
尺
深五
寸
其
数二
百五
十
六
是日
目
桶
村
皆
櫓
錨

軸
貫
較大三
寸
長
十
四
尺
植六
柱
以
受
之
輪三
方
安
槽
高二
十八
尺
受
輪
運
之
水日
受
水
視
村
良
器
完
頗

極
機
巧
創工
於
甲
午八
月一
日
竣
於
明
年一
月
十
三
日
是
日
遠
近
観
者
如
堵
其
排
閑也
河
水
編
編入
渠
中

車
輪
旋
轄
翻
翻
聯
聯
運
左
右
両
渠之
水
為
濠
落
槽
中
自
槽一
方
奔
注
目
時
勢
如
激
箭
料一
時
間
得
水
千三

百八
十二
剤四
斗
衆
芥躍日
我
等
蘇生
失
爾
来三
年諸
穀
皆
熟
夫
耕
婦
績
享
終
身
飽
媛之
楽
望
寛之
歎
聾

変
為
鼓
腹
撃
壊之
歌
其
功
亦
偉
失
哉
頃
村
人
請
余
欲
勅
其
事
於
石
併
錆
成
功
謹
力
者
姓
名
碑
陰
使
後
昆
知

起工
之
所
因
古
昔
有
濯
概得
其
利為
作
均
水
約
束
刻
石
立
碑以
防
分
争
者

第2編

村
人
之
意
亦
其
在
子
此
子
乃
記
之

明
治三
十一
年
季
四
月

従
七
位

重
域
保

撰
弁

書

田

雲

錦

昭

和
二

十

四

年

に

は

坂

田

地

域

全

部

が

水

利

組

合

に

加

入
、

し

た

が

っ

て

水

車

費

は

久

保
、

坂

田

が

折

半

す

る

こ

と

に

な

り
、

乙

の

と

き

か

ら

両

部

落

五

名

ず

つ

の

委

員

を

選

出

し

て
、

組

合

を

運

営

し

た
。

坂

田

を

は

じ

め

周

西

平

野

の

農

業

に
一

大

変

革

を

も

た

ら

し

た

乙

の

水

車

も
、

永

年

の

使

用

に

よ

っ

て

老

朽

化

し
、

昭

和

四

十

年
一

月
、

そ

の

使

命

を

終

え

て

取

り

こ

わ

さ

れ

た
。

ま

た
、

記

念

碑

も

土

地

区

画

整

理

事

業

の

推

進

に

伴
っ

て

移

転

す

る

こ

と

と

な

り
、

昭

和

五

十

五

年
、

君

津

市

久

保
一

丁

目

三

番

地

に

移

さ

れ

た
。

刻

174 

-
小
糸
川
の
堰
止
め

久
保
水
車
は 、
冬
期
の
聞
は
分
解
さ
れ 、

倉
庫
に
格

納
さ
れ 、
春
先
き 、
田
植
時
に
な
る
と
再
び
組
み
立
て

ら
れ
て 、

小
糸
川
の
水
を
坂
田
の
水
田
に
汲
み
上
げ
た 。

と
こ
ろ
で 、

小
糸
川
の
水
面
と
陸
地
と
の
落
差
が
大

き
い
た
め 、

小
糸
川
の
水
を
汲
み
上
げ
る
た
め
に
は 、

水
車
下
流
で
小
糸
川
を
堰
止
め
し 、

水
位
を
上
げ
る
必

要
が
あ
っ
た 。
乙
の
堰
止
め
の
日
は
各
部
落
協
議
し
て

決
め
ら
れ
た
が 、
堰
が
止
め
ら
れ
る
と、
下
流
の
水
が

ひ
い
て 、
あ
ち
こ
ち
に
大
小
の
水
た
ま
り
が
で
き 、
大

き
な
コ
イ
や
フ
ナ 、
ナ
マ
ズ 、
ウ
ナ
ギ
な
ど
が
跳
び
は

ね
る 。
坂
田
を
は
じ
め
近
隣
の
人
た
ち
は 、
大
き
な
ア

ミ
や
バ
ケ
ツ
を
も
っ

て 、
部
落
総
出
で
繰
り

出
し
て
は 、

そ
れ
ら
の
魚
を
わ
れ
先
に
つ
か
ま
え
て 、

食
膳
に
供
す

る
の
で
あ
っ
た 。
乙
の
た
め 、

小
糸
川
堰
止
め
の
日
は 、

部
落
中
が
待
ち
望
台
楽
し
み
の
日
で
あ
り 、

春
の
到
来

を
告
げ
る
風
物
詩
の一
つ
で
も
あ
っ
た 。



坂
田
農
業
の
発
展

久

保

南

限

水

車

の

完

成

は
、

そ

れ

ま

で

皐

越

に

悩

ま

さ

れ

て

き

た

坂

田

の

農

業

に

と

っ

て
、

一

大

変

革

ら7も

た

ら

す

画

期

的

な

出

来

事

で

あ

っ

た
。

乙

の

水

車

か

ら

汲

み

あ

げ

ら

れ

た

小

糸

川

の

水

は
、

周

西

平

野

七

二

町

歩

余

り

の

水

田

に

と

う

と

う

と

注

ぎ
、

潤

し

た
。

そ

れ

に

よ

っ

て
、

坂

田

の

水

田

耕

作

は

よ

う

や

く

安

定

度

を

増

し
、

そ

の

発

展

の

基

礎

を

築

い

た

と

い

っ

て

も

過

言

で

は

な

か

っ

た
。

引

水

さ

え

確

保

で

き

れ

ば
、

坂

田

の

田

圃

は

農

耕

に

最

も

適

し

た

土

地

で

あ

っ

た
。

気

候

温

暖
、

年

間

平

均

雨

量

も
一

三

0

0

1
一

四

0

0

ミ

リ
。

稲

作

を

は

じ

め
、

穀

類

や

疏

菜

に

は

格

好

の

土

地

柄

で

あ

っ

た
。

そ

の

こ

ろ

の

肥

料

は

ま

だ

灰
、

人

糞

尿
、

作

り

肥
、

厩

肥
、

紫

雲

英
、

落

葉

な

ど

の

天

然

肥

料

で

あ

っ

た
。

こ

れ

ら

の

肥

料

は

す

べ

て

自

家

労

働

に

よ

っ

て

調

達

さ

れ

た

が
、

水

利

を

確

保

し

た

坂

田

で

は
、

稲

作

は

安

定

し
、

収

穫

量

は

年

々

増

大

の
一

途

を

た

ど
っ

た
。

ま

た

畑

作

で

も
、

大

豆
、

小

豆
、

そ

ぱ
、

あ

わ
、

と

う

も

ろ

こ

し
、

馬

鈴

薯
、

そ

ら

豆
、

そ

の

他

各

種

疏

菜

類

が

広

く

作

付

さ

れ
、

自

家

用

に

供

さ

れ

る

と

と

も

に
、

一

部

は

他

に

販

売

し
、

貴

重

な

現

金

収

入

の

源

と

な

っ

て

い

っ

た
。

と

り

わ

け
H

そ

ら一

子

は

明

治

末

か

ら

大

正

に

か

け

て

広

く

栽

培

さ

れ
、

「

周

西

そ

ら

豆
」

と

し

て

東京

に

向

け

て

大

量

に

出

荷

さ

れ

る

ま

で

に

な

っ

た
。

気

候

温

暖

な

こ

の

地

方

で

は
、

そ

ら

豆

の

収

穫

期

が

五

月

と

他

の

地

坂田の農業

方

よ

り

も

若

干

早

く
、

消

費

者

か

ら

珍

重

さ

れ
、

乙

の

地

の

特

産

物

と

な

っ

て

い

っ

た
。

内

房

線

が

開

通

し
、

汽

車

輸

送

が

可

能

に

な

る

と
、

出

荷

量

は

急

激

に

ふ

え
、

周

西

駅

か

ら

は

毎

年

五

月

の

収

穫

期

l乙
は

H

そ

ら

豆

専

用

列

車
H

が

出

て

行

く

ま

で

に

な

っ

た
。

そ

し

て
、

そ

れ

は

太

平

洋

戦

争

が

始

ま

る

第1章

ま

で
、

坂

田

の

風

物

詩

の
一

つ

で

も

あ

っ

た
。
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一

方
、

水

田

耕

作

の

発

達

も

目

ざ

ま

し

か

っ

た
。

明

治

の

末

か

ら

大

正

の

初

期

に

か

け

て
、

過

燐

酸

や

硫

安

な

ど

各

種

の

化

学

肥

料

が

あ

ら

わ

れ
、

こ

こ

坂

田

で

も

次

第

に

使

用

さ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た
。

化

学

肥

料

の

使

用

は

当

初

は

富

裕

な

農

民

層

に

限

ら

れ

て

い

た

が
、

そ

こ

で

好

成

績

が

示

さ

れ

る

に

及

ぴ

次

第

に

広

が

り
、

大

正

末

期

に

は

ほ

ぼ

す

べ

て

の

農

家

で

使

用

す

る

ま

で

に

な

っ

た
。

そ

れ

に

伴
つ

て

収

穫

も
一

層

安

定

し
、

増

大

の
一

途

を

た

ど

っ

た
。

大

正

七

年

に

は

ロ

シ

ア

に

革

命

が

起

乙

り
、

日

本

軍

は

シ

ベ

リ

ア

に

出

兵
、

そ

れ

に

対

応

し

て

米

商

第2編

人

や

地

主

が

米

を

買

い

占

め
、

米

は

投

機

の

対

象

と

な

っ

て

高

騰

し

た
。

大

正

六

年

に

は
一

俵

当

た

り

六

円

で

あ

っ

た

米

価

は
、

翌

七

年

に

は

八

円

四

八

銭
、

八

年

春

に

は
一

四

円

六

O

銭

と

暴

騰
、

さ

ら

に

九

年

に

は

二

O

円

に

跳

ね

上

が

っ

た
。

わ

ず

か

四

年

の

聞

に

三
・

三

倍

と

い

う

急

騰

ぷ

り

で

あ

っ

た
。

こ

う

し

た

米

価

の

高

騰

に

対

し
、

大

正

七

年

七

月
、

富

山

県

魚

津

町

の

漁

民

の

妻

女

に

よ

る

県

外

移

出

米

の

積

み

込

み

拒

否

に

端

を

発

し

米

騒

動

が

起

乙

り
、

八

月

か

ら

九

月

に

か

け

て

全

国

に

波

及

し

た
。

騒

動

参

加

者

は

全

国

で

七

O

万

人
、

検

挙

者

は

数

万

人

に

及

び
、

未

曽

有

の

大

騒

乱

と

な

り
、

寺

内

内

閣

は

総

辞

職

し

原

内

閣

が

成

立

し

て

よ

う

や

く

騒

ぎ

は

静

ま

っ

た
。

乙

の

騒

乱

の

中

に

あ

っ

て

千

葉

県

下

で

も

い

く

つ

か

の

騒

擾

事

件

が

起
っ

た

が
、

乙

ζ

坂

田

は

平

穏

の

う

ち

に

過

ぎ

て

い

っ

た
。

た

し

か

に
、

小

作

人

の

間

で

は

若

干

の

波

風

は

立

っ

た

で

あ

ろ

う

が
、

そ

れ

が

表

面

化

し

争

議

に

な

る

と

い

う

事

態

は

な

か

っ

た
。

む

し

ろ

坂

田

で

は
、

米

価

の

高

騰

を

歓

迎

す

る

よ

う

な

と

乙

ろ

も

あ

り
、

そ

乙

に

坂

田

の

特

殊

性

を

み

る

こ

と

が

で

き

る
。

乙

の

当

時

は
、

坂

田

の

農

業

生

産

は

順

調

に

発

展

を

続

け

て

お

り
、

そ

れ

に

加

え

て

海

苔

養

殖

が

本

格

化

し
、

大

き

く

成

長

を

遂

げ

よ

う

と

し

て

い

た
。

過

酷

な

小

作

料

で

不

平

の

絶

え

な

い

小

作

人

た

ち

も
、

海

苔

養

殖

と

い

う

新

し

い

収

入

源

の

追

求

に

精

い

っ

ぱ

い

で
、

争

議

ど

こ

ろ
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で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

る
。

坂

田

の

人

々

は
、

全

国

の

騒

乱

の

う

わ

さ

を

耳

に

し

な

が

ら

も
、

自

ら

の

生

活

を

守

る

た

め
、

農

耕

に

い

そ

し

む
一

万
、

海

苔

養

殖

に

は

げ

み
、

H

半

農

半

漁
H

と

い

う

新

し

い

生

活

形

態

を

築

い

て

い

っ

た

の

で

あ

る
。

坂
田
堰
堤
の
大
修
理

暮

し

は

比

較

的

豊

か

で

あ

っ

て

も
、

坂

田

の

人

々

の

不

安

は

依

然

と

し

て

濯

瓶

用

水

の

不

足

で

あ

っ

た
。

久

保

南

限

水

車

の

架

設

で

阜

魁

の

悲

惨

さ

か

ら

は

解

放

さ

れ

た

と

は

い

え
、

よ

り

完

全

低

水

田

を

維

持

し
、

拡

大

し

て

い

く

た

め

に

は
、

や

は

り

も
っ

と

確

実

な

水

利

の

便

が

必

要

で

あ

っ

た
。

米

価

が

高

騰

を

続

け

る

中

で
、

水

田

を

ふ

や

し
、

米

の

収

穫

量

を

も

う
一

段

レ

ベ

ル

ア
ッ

プ

す

る

た

め

に

も
、

そ

れ

は

不

可

欠

で

あ

っ

た
。

こ

う

し

た

願

望

に

基

づ

い

て
、

昭

和

三

年

三

月
、

坂

田

の

住

民

た

ち

は

坂

田

耕

地

整

理

組

合

を

結

成

し
、

関

谷

の

築

堤

の

改

修

工

事

と

用

水

路

の

整

備
、

そ

し

て

田

圃

の

整

備

に

着

手

し

た
。

乙

の

組

合

の

最

大

の

仕

事

は
、

坂

田

の

谷

あ

い

に

あ

る

二

つ

の

堰
、
、

す

な

わ

ち

新

関

谷

(

上

堰)

大

関

谷

(

下

堰)

の

堰

堤

の

修

築

で

あ

っ

た
。

坂田の農業

大

関

谷

は

平

安

年

聞

に

造

成

さ

れ

た

も

の

と

い

わ

れ
、

そ

れ

以

来
一

0

0

0

年

近

く

の

問
、

坂

田

の

水

源

と

し

て
、

坂

田

住

民

の

命

綱

と

し

て

の

役

割

を

果

た

し

て

い

た
。

新

関

谷

も

戦

国

時

代

に

つ

く

ら

れ

た

と

伝

え

ら

れ
、

大

関

谷

と

並

ん

で

坂

田

の

水

田

を

潤

し

て

き

だ
。

第1章

そ

の

後
、

数

度

の

修

築

が

行

な

わ

れ
、

江

戸

時

代
、

文

政

年

聞

に

は

築

堤

の

大

改

修

が

行

な

わ

れ
、

と
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ま

た

小

さ

な

堰

が

築

か

れ
、

庁

七

ツ

堰
H

と

称

さ

れ
、

坂

田

の

水

源

と

し

て

の

役

割

を

果

た

し

て

き

た
。

し

か

し
、

大

正

十

二

年

九

月

の

関

東

大

震

災

で

そ

の

地

盤

に

ヒ

ビ

割

れ

を

起

こ

す

と

と

も

に
、

堰

堤

に

欠

損

を

生

ず

る

に

至
っ

た
。

ま

た
、

土

砂

の

堆

積

な

ど

に

よ

り
、

貯

水

量

も

減

少

の
一

途

を

た

ど

っ

F
-
、
，
-
o

d
(
'u
bl

 

そ

こ

で
、

坂

田

の

農

民

た

ち

は
、

昭

和

三

年

三

月

比

坂

田

耕

地

整

理

組

合

を

結

成

し

(

組

合

長

坂

井

四

郎

治)
、

堰

堤

お

よ

び

水

路

の

補

修

事

業

に

着

手

し

た
。

工

事

に

当

た

っ

て

は
、

千

葉

県

耕

地

課

長

山

第2編

中

謙

輔

の

指

導

の

下

民
、

千

葉

県

技

師

木

村

寅

蔵

が

測

量

お

よ

び

設

計

に

当

た

り
、

昭

和

三

年

三

月

に

着

工
、

二

年

三

カ

月

の

月

日

を

か

け
、

昭

和

五

年

五

月
、

竣

工

し

た
。

工

費

は

総

額

で
一

万

六

四

二

O

円

を

要

し

た

が
、

う

ち

三

八

八

九

円

は

千

葉

県

の

補

助

金

に

仰

ぎ
、

残

り
一

万
二

五

三
一

円

は
、

こ

れ

に

よ

っ

て

受

益

す

る

水

田

三

七

町

九

反

四

畝

六

歩

で
一

定

の

率

を

定

め
、

面

積

に

応

じ

て

負

担

を

し

た
。

当

時

の

決

し

て

豊

か

と

は

い

え

な

い

坂

田

の

農

民

に

と

っ

て
、

こ

れ

は

大

き

な

負

担

で

は

あ

っ

た

が
、

そ

れ

に

も

増

し

て
、

堰

堤

の

修

築

と

水

路

の

整

備

に

よ

る

受

益

は

大

き

か

っ

た

の

で

あ

る
。

乙

の

工

事

の

完

成

に

よ

っ

て
、

関

谷

(

上

堰
、

下

堰)

の

貯

水

量

は

従

来

の

二

倍

以

上

と

な

り
、

今

ま

で

畑

地

と

し

て

し

か

利

用

で

き

な

か

っ

た

と

こ

ろ

の

水

田

化

が

可

能

と

な

っ

た
。

そ

し

て
、

八

町

歩

余

り

が

水

固

化

さ

れ
、

水

田

面

積

は

四

六

町

歩

と

な

っ

た

が
、

そ

れ

で

も

ま

だ

余

力

を

残

し

た

ほ

ど

で

あ

っ

た
。

乙

の

堰

堤

の

完

成

を

祝
っ

て
、

坂

田

耕

地

整

理

組

合

で

は
、

昭

和

十
一

年

四

月
、

「

坂

田

堰

提

修

理

之

碑
」

を

堰

堤

の

ほ

と

り

に

建

立

し

た
。

碑

文

は

千

葉

県

知

事

石

橋

雅

二

郎

の

題

額

に

な

る

も

の

で
、

堰

堤

改

修

の

経

緯
、

工

事

の

内

容

な

ど

が

次

の

よ

う

に

刻

ま

れ

て

い

る
。
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坂田の農業第1章

坂

田

堰

隠

修

理

之

碑

千
葉
県
知

事

従
四
位
勲
三
等

石

原

雅
二

郎

題

額

史ヲ
按ス
ルニ
崇
神
天
皇
詔シ
テ
日ク
農ハ
天
下ノ
大
本ナ
リ

民ノ
侍シ
テ
生クル
所ナ
リ

多ク
池
溝ヲ
開
撃シ
テ
民
業ヲ
寛ウシ
給ヒ
キ
近
世
徳
川
幕府モ
亦
頗ル
意ヲ
濯
概
用
水一一
用ヒ
之

ヲ
以テ
勧
農ノ
重
要
事
業ト
ナセ
リ

夫レ
田ハ
水ヲ
以テ
生
命ト
ナス
水ナ
ケ
レパ
即チ
棋ヲ
挿シ

禾ヲ
養ウコ
ト

能ハ
ス
故ニ
収
穫ノ
多
寡ハ
濯
概ノ
便
否ニ
関
係ス
ル
トコ
ロ
至ツ
テ
大
ナ
リ

蕊

ニ
周
西
村
坂
田ノ
地ニ
演
池七
ア
リ

俗-一
之ヲ
七
堰ト
称ス
其ノ
最モ
大
ナル
者ヲ
大
関
谷
及
新
関

谷ノ一一
所ト
ナス
堰
陸ノ
起
源ハ
今ニ
シ
テ
知ル
能ハ
ス
ト

雄モ
古
来
其ノ
水ヲ
引イ
テ
濯
瓶二
便

シ
今ニ
至ル
マ
テ
里
人
其ノ
利ニ
頼リ
先
民ノ
遺
徳ヲ
思
慕シ
テ
止マ
ス
然リ
而シ
テ
星
霜ヲ
経
歴

ス
ルコ
卜

幾
百
年
齢
沈
澱
復
往
年ノ
如ク
ナ
ラス
明
治二
十七
年間半
甚シ
ク
人
皆
挿
棋ニ
苦シ
ム

曾
久
保
水
利
組
合
成ル
ヲ
以テ
之ニ
加
盟シ
水
車ニ
依リテ
小
糸
川ノ
水ヲ
引ク
而シ
テ
坂
田ハ
即

チ
十ノ
三
分ノ
補
給ヲ
得タ
リ

然ルニ
大
正
十二
年ノ
大
震ニ
地
盤
縛
隙ヲ
生シ
耕地ノ
保
水
漸ク

減シ
堰
隈
亦
棋
損ス
爾
来
水
量
遍ク
濯
概ス
ルニ
足ラス
加へ
頻年
早
魁
唐ヲ
為シ
田
園
枯
渇
嘉
穀

登
ラス
民力
疲
弊セ
リ

坂
井四
郎
治
深ク
之ヲ
憂ヒ
屡里
人ヲ
会シ
遂ニ
坂
田
耕地
整
理
組
合ヲ
設

立ヅ
首ニ
堰
陸
及
水
路
修
理ノ
事ヲ
決ス
千
葉
県
耕地
課
長
山
中
謙
輔
斡旋
甚タ
力ム

葉
県
技
師
木
村
寅
蔵
測
量ノ
研
究
審ニ
地
形ヲ
査へ
設
計全ク
成ル

而シ
テ

而シ
テ
千

里
人
歓
喜シ
力ヲ
協セ
テ
事-一

昭
和一二
年三
月工
ヲ
起シ
五
年五
月
之ヲ
竣ル

而シ
テ
県
補
助金
三
千八
百八
十
九
円
其ノ
能ハ
即チ
橡メ
率ヲ
定メ
之ヲ
水
田三
十七
町
九
段四
畝

六
歩ニ
分
課シ
テ
其ノ
費ニ
充ツ
今工
事ノ
大
要ヲ
記セ
ンニ
両
池ヲ
竣
諜
蹟
張シ
且
ツ
其ノ
中
間

ナル
民
有国
四
段五
畝
歩ヲ
買
収シ
其ノ
地ヨ
リ

採
掘セ
ル
粘土ヲ
以テ
堰
限
延
長
百七
間ヲ
改
築シ

従
フ

要ス
ル
所ノ
金一
万六
千四
百二
十
円
余

-
先
人
の
知
恵
「・
つ
な
ぎ
止
め」

堰
堤
改
修
の
主
た
る
工

事
は 、
上
堰
と
下
堰
の
間
に

あ
っ
た
民
有
田
四

反
五
畝
を
買
収、

取
り

壊
し 、

新
た

に
延
長一
O
七
間
(
約一
九ゴ一
メ
ー
ト

ル)
の
堰
堤
を

構
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
た 。
乙
の
工
事
の
た
め 、
旧
堰
堤

を
削
り

取
っ
た
と
こ
ろ 、
そ
の
場
所
に
は
も
と
も
と
存

在
し
な
か
っ
た
重
粘
土
が
大
量
に
発
見
さ
れ
た 。
こ
の

土
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ 、

沖
田
付
近
の
重
粘
土
と
同

質
の
も
の
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
っ
た 。
古
文
書
に
よ
れ

ば 、
文
政
年
聞
の
乙
ろ
関
谷
の
改
修
が
行
な
わ
れ
た
乙

と
が
記
さ
れ
て
お
り 、
お
そ
ら
く
そ
の
改
修
の
時
に 、

沖
田
あ
た
り

の
重
粘
土
を
牛
馬
の
背
に
積
ん
で
運
び
土

げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。
こ
の
工

事
に
携
っ
た
村
人
た

ち
は 、
こ
の
こ
と
を
知
り 、

坂
田
の
先
人
た
ち
の
努
力

の
あ
と
を
偲
ん
だ
の
で
あ
る 。
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吐
水口ニ
ハ
立
樋
及
伏
樋ヲ
設ケ
水
槽ヲ
置イ
テ
両
樋
接
合ノ
所ヨ
リ
漏
水ス
ル
コ
ト

無カ
ラシ
ム

而シ
テ
水
路ハ
延
長五
百九
十二
間
混
苦力
土ヲ
以テ
之ヲ
築
造セ
リ

是ニ
於テ
両
池ノ
貯
水
量ハ

奮
時二

三
倍シ
流
水
混々
遍
リ
四
十六
町
歩ノ
耕地ヲ
潤シ
テ
尚能
力ヲ
存セ
リ

其ノ
工
事ノ
設
計

及
功
程
等ハ
別ニ
録シ
テ
簿
間一一
具ハ
レ
リ

爾
来
数
年
禾
穀
豊
熟
夫
耕シ
婦
縛リ
終
身
飽
暖ノ
楽ヲ

享ク
其ノ
功
亦
偉ナ
リ
ト

謂ウへ
シ
頃
者里
人
相
議リ
其ノ
事ヲ
石-一
刻シ
併セ
テ
成
功
重
力
者ノ
姓

名ヲ
碑
陰ニ
錆リ
以テ
後
昆ヲシ
テ
起
工ノ
困ル
所ヲ
知リ
而シ
テ
将
来
亦
修
理ヲ
慨ラ
サ
ラシ
メ

ン
卜

欲ス
坂
井
氏
来リテ
余ヲ
訪ヒ
之ヲ
記セ
ンコ
ト
ヲ
嘱ス
余
当
時
新シ
ク
里
人
経
営ノ
状ヲ
観

其ノ
苦
辛
ヲ
知ル

捜
諜
池
塘
修立
肢
塘 乃チ

辞セ
ス
銘ヲ
係ケ
テ
日ク

水
利
功
成
自
子
相
慶

昭
和
十一
年四
月

坂
田
耕地
整
理
組
合

組
合
長

組
合
副
長

評
議
員

庶
務
係

同
会
計
係

同同
工
事
係 坂

井四
郎
治

安
藤忠
兵
衛

秋 平元野
猪仁
次三

郎郎

平
野

粂甚
吉蔵

秋
7G 

苅込
常
吉

安
藤
正
作

工
事
係

同同同同同

且
瓶且
耕
年
穀
豊
穣

織
本

泰
撰
文
伊豆ゴ一
良
書

牧
野
信
太

郎

青
沢

工
事
係

同
書
記

兵
吾

秋元
熊
次

郎

秋元
富
太

郎

坂
井
音三

郎

請
負
人

井
祐
興

蔵

勅
石
弐
彰
千
載
流
芳

山口
裕
弘
刻

慶
部
弥三

郎

慶
瀬
清
助

木更
津町

慶
部
国
松

青堀町
森

近
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統
制
に
苦
し
む
坂
田
農
業

久

保

南

限

水

車

の

完

成

に

次

ぐ

関

谷

築

堤

の

大

改

修

に

よ

っ

て

坂

田

の

農

地

は

水

不

足

の

心

配

の

な

い

肥

沃

田

と

化

し

た
。

関

谷

築

堤

の

改

修

に

よ

り

水

田

面

積

は

拡

大

さ

れ
、

水

田

七

割
、

畑

地

三

割

と

な

り
、

坂

田

の

農

地

は
、

農

業

経

営

の

理

想

的

な

形

に

ほ

ぼ

近

づ

い

た
。

し

か

し
、

乙

の

こ

ろ

か

ら

始

ま

っ

た

戦

時

経

済
へ

の

動

き

は
、

坂

田

の

農

業

に

も
一

抹

の

影

を

落

と

し

て

い

た
。

昭

和

六

年

に

始

ま

っ

た

満

州

事

変

は
、

昭

和

十

二

年

に

は

日

華

事

変
へ

と

拡

大

し
、

日

本

は

戦

争

の

泥

沼

に

突

入

し

て

い

っ

た
。

そ

し

て

日

中

戦

争
へ

の

物

資

と

人

員

の

動

員

の

た

め
、

昭

和

十

三

年

四

月
、

国

家

総

動

員

法

が

公

布

さ

れ
、

経

済

の

戦

時

統

制

が

強

化

さ

れ

て

い

っ

た
。

さ

ら

に
、

問

和

十

六

年

十

二

月
、

太

平

洋

戦

争

が

勃

発

す

る

と
、

戦

時

統

制

は
一

層

強

ま

り
、

日

本

経

済

は

軍

事

色

一

色

に

ぬ

り

つ

ぶ

さ

れ

た
。

戦

時

下

に

お

け

る

経

済

統

制

の

中

で
、

農

業

に

も
っ

と

も

大

き

な

影

響

を

与

え

た

の

は

米

穀

の

統

制

で

あ

っ

た
。

米

騒

動

を

契

機

と

し

て
、

米

の

需

給

調

節

を

目

的

と

し

て

大

正

十

年

四

月
、

米

穀

法

が

制

定

さ

れ
、

政

府

に

よ

る

米

穀

の

買

入

れ

や

売

り

渡

し

が

行

な

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

が
、

昭

和

八

年

に

は

米

穀

統

制

法

が

制

定

さ

れ

て
、

政

府

は

最

高

価

格

と

最

低

価

格

を

定

め

て

米

の

自

由

な

買

い

入

れ
、

売

り

渡

し

を

行

な

う

よ

う

に

な

っ

た
。

そ

し

て
、

日

中

戦

争

の

長

期

化

に

つ

れ
、

昭

和

十

三

年

に

は

米

坂田の農業

穀

応

急

措

置

法

を

制

定

し
、

軍

用

米

の

確

保

を

図
っ

た
。

さ

ら

に

昭

和

十

四

年

に

は
、

米

穀

配

給

統

制

法

を

制

定

し
、

米

穀

は

完

全

な

国

家

管

理

の

下

に

置

か

れ

る

こ

と

に

な

っ

た
。

す

な

わ

ち
、

米

の

生

産

者

は
、

自

家

で

消

費

す

る

保

有

米

を

除

き

す

べ

て

の

米

を

国

家

に

供

出

し
、

米

の

消

費

者

は
、

毎

月
一

第1章

定

量

ず

つ

国

か

ら

配

給

を

受

け

る

制

度

で

あ

る
。

そ

れ

と

と

も

に
、

政

府

は

米

穀

の

増

産

対

策

を

実

施
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し

た

が
、

太

平

洋

戦

争

の

激

化

と

と

も

に
、

食

糧

不

足

は

深

刻

と

な

り
、

昭

和

十

七

年
二

月

に

は

食

糧

管

理

法

を

公

布
、

国

の

統

制

は

麦
、

小

麦

粉
、

い

も
、

大

豆
、

雑

穀

に

ま

で

拡

大

さ

れ

た
。

こ

れ

ら

米

穀

統

制

の

機

関

と

な

っ

た

の

が

農

会

と

農

事

実

行

組

合

で

あ

っ

た
。

農

会

は

本

来
、

明

治

三

十

二

年

六

月

に

公

布

さ

れ

た

農

会

法

K

基

づ

い

て

府

県
・

郡
・

市
・

町

村

ご

と

に

農

事

改

良

を

目

的

に

組

織

さ

れ

た

自

治

団

体

で

あ

っ

た

が
、

大

正

十
一

年

の

新

農

会

法

の

制

定

に

よ

り
、

農

会

は

強

制

加

入
、

強

制

徴

収

の

両

権

を

与

え

ら

れ
、

農

民

統

制

機

関
へ

と

変

身

し

た
。

一

方
、

昭

和

十

三

年

の

米

穀

第2編

応

急

措

置

法

の

実

施

の

た

め

に

組

織

さ

れ

た

の

が

農

事

実

行

組

合

で
、

国

の

供

出

割

当

を一
円

ご

と

に

配

分

す

る

と

と

も

に
、

米

穀

増

産

を

指

導

す

る

乙

と

が

任

務

で

あ

っ

た
。

坂

田

で

も

農

事

実

行

組

合

が

組

織

さ

れ
、

そ

れ

ら

の

任

務

の

遂

行

に

当

た

っ

た
。

そ

の

後
、

昭

和

十

八

年

に

は
、

農

会

法

に

代

わ

り

農

業

団

体

法

が

制

定

さ

れ
、

道

府

県
、

市

町

村

と

と

に

農

業

会

を

組

織
、

農

業

に

お

け

る

供

出
・

配

給
・

統

制
、

労

働

力

統

制

の
一

元

化

が

実

施

さ

れ

た
。

当

時

の

坂

田

は
、

青

年
、

壮

年

の

多

く

が

応

召

し
、

戦

場
へ

と

送

り

込

ま

れ

て

い

っ

た
。

ま

た
、

坂

田

の

農

業

民

大

き

な

力

と

な

っ

て

い

た

農

耕

馬

も

ほ

と

ん

ど

軍

用

に

徴

発

さ

れ
、

そ

の

数

を

減

じ

て

い

っ

た
。

そ

し

て
、

本

土

決

戦

が

叫

ば

れ

始

め

た

昭

和

十

八

年

比

は
、

隣

村

八

重

原

村

に

海

軍

第
二

航

空

廠

八

重

原

工

場

が

つ

く

ら

れ
、

中

学

生

や

青

年

女

子

も

勤

労

動

員

に

狩

り

出

さ

れ

た
。

地

元

に

残

る

の

は

老

人

と

婦

女

子

の

み
。

そ

う

し

た

状

況

の

な

か

で

の

増

産

な

の

だ

か

ら
、

戦

場

に

行
っ

た

者

も

残

さ

れ

た

者

も
、

ま

さ

に

死

闘

と

い

う

形

容

が

ピ

ッ

タ

リ

の

状

況

に

追

い

込

ま

れ

た
。

そ

の

う

え
、

国

民
一

人

当

た

り

の

配

給

米

は
一

日

二

・

三

合
。

そ

れ

も

戦

争

が

激

し

く

な

る

に

つ

れ

て

二

・

一

合

と

な

り
、

や

が

て

米

の

中

に

麦
、

い

も
、

雑

穀

が

混

ぜ

込

ま

れ

る

事

態

と

な

っ

た
。

も

ち

ろ

ん
、

そ

れ

は

坂

田

だ

け

で

は

な

く
、

全

国

的

な

も

の

で

あ

っ

た
。

農

地

を

持

た

な

い

都

会

に

比

べ

て
、

坂

田

は

そ

れ

で

も

ま

だ

恵
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ま

れ

て

い

た

ほ

う

で

あ

っ

た
。

農
地
改
革
と
君
津
農
協
の
発
足

昭

和
二

十

年

八

月

十

五

日
、

日

本

は

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

を

受

諾
、

太

平

洋

戦

争

は

終

わ

り

ゃそ

告

げ

た
。

国

民

全

員

の

死

闘

も

報

い

ら

れ

ぬ

ま

ま

の

無

条

件

降

伏
。

国

民

の

多

く

は
、

よ

う

や

く

訪

れ

た

平

和

に

安

堵

の

胸

を

な

で

お

ろ

し

た

が
、

農

民

た

ち

の

苦

し

み

は

そ

れ

で

終

わ

っ

た

わ

け

で

は

な

か

っ

た
。

ポ

ツ

ダ

ム

宣

言

の

受

諾

に

よ

り
、

日

本

は

連

合

国

軍

の

占

領

下

に

置

か

れ

る

こ

と

に

な

り
、

連

合

国

軍

総

司

令

部

(

G

H

Q
)

が

設

置

さ

れ

た
。

G

H

Q

総

司

令

官
マ

ッ

カ

l

サ

l

は
、

基

本

的

人

権

の

確

保
、

婦

人

参

政

権

の

付

与
、

学

制

の

改

革
、

財

閥

解

体

な

ど
、

日

本

の

政

治
・

経

済
・

文

化

の

す

べ

て

に

わ

た

っ

て

次

々

と

改

革

を

指

令
、

実

施

し

て

い

っ

た
。

そ

し

て
、

農

業

に

お

い

て

は
、

農

業

の

民

主

化
、

す

な

わ

ち

農

地

解

放

を

推

進

し

て

い

っ

た
。

昭

和
二

十

年

十

二

月
、

G

H

Q

は

「

農

地

改

革

に

つ

い

て

の

覚

書
」

を

指

令

し

た
。

こ

の

覚

書

は
、

「

数

世

紀

に

わ

た

る

封

建

的

な

圧

制

の

下

に
、

日

本

農

民

を

奴

隷

化

し

て

き

た

経

済

的

く

び

き

を

打

破

す

る

た

め

に
」

、

耕

作

農

民

の

利

益

を

保

証

す

る

よ

う

な

処

置

を

と

る

乙

と

を

日

本

政

府

民

指

令

し

た

も

の

で
、

農

業

構

造

上

の

有

害

物

を

取

り

除

く

こ

と

を

目

的

と

す

る

と

し

て
、

次

の

五

項

目

を

あ

げ

て

い

る
。

坂田の農業

一
、

極

端

な

零

細

農

民

形

態

二
、

小

作

人

に

き

わ

め

て

不

利

な

小

作

制

度

二
、

農

村

の

負

債

が

重

く

農

業

資

金

の

利

率

が

高

い

第1章

四
、

政

府

の

財

政

政

策

が

農

業

を

犠

牲

に

し

て

商

工

業

に

有

利
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坂田の産業と土地区画整理事業

五
、

政

府

の

農

業

統

制

が

農

民

の

利

益

を

無

視

し

て

い

る

そ

し

て
、

「
こ

の

よ

う

な

曽有

の

基

本

的

な

禍

根

が

根

絶

さ

れ

な

い

聞

は
、

日

本

の

農

民

の

解

放

は
、

は

じ

ま

ら

な

い

だ

ろ

う
」

と

述
べ

、

最

後

に
、

昭

和
二

十
一

年

三

月

十

五

日

ま

で

に

次

の

項

目

を

内

容

と

す

る

農

地

改

革

の

具

体

案

の

提

出

を

要

求

し

た
。

一

、

不

在

地

主

か

ら

耕

作

者

に

対

す

る

土

地

所

有

権

の

移

転

二
、

耕

作

し

な

い

所

有

者

か

ら

農

地

を

適

正

価

格

で

買

い

取

る

制

度

第2編

三
、

小

作

人

の

収

入

に

相

応

し

た

年

賦

償

還

に

よ

る

小

作

人

の

農

地

買

取

制

四
、

自

作

農

民

な

っ

た

小

作

人

が

再

び

小

作

人

に

逆

も

ど

り

し

な

い

た

め

の

具

体

的

措

置

と

の

指

令

に

基

づ

い

て
、

間

和
二

十

年

十

二

月

十

八

日
、

農

地

調

整

法

が

成

立
、

不

在

地

主

の

全

小

作

地

と

在

村

地

主

の

五

町

歩

を

乙

え

る

小

作

地

を

解

放

し

て
、

五

年

以

内

に

こ

れ

ら

の

解

放

地

に

つ

い

て

自

作

農

の

創

設

を

行

な

う

ほ

か
、

小

作

料

の

金

納

化
、

耕

作

権

の

安

定

化
、

農

地

委

員

会

の

民

主

的

な

改

組

を

図

る

乙

と

と

さ

れ

た
。

第
一

次

農

地

改

革

と

い

わ

れ

る

の

が

乙

れ

で

あ

る
。

し

か

し
、

こ

の

内

容

は

G

H

Q

の

承

認

を

得

る

こ

と

が

で

き

ず
、

小

作

料

の

金

納

化

と

農

地

価

格

が

決

定

台

れ

た

だ

け

で
、

他

は

実

施

さ

れ

な

か

っ

た
。

そ

れ

に

代

わ

っ

て
、

G

H

Q

は

新

し

い

農

地

改

革

案

を

作

成

し
、

日

本

政

府

に

勧

告

を

行

な

っ

た
。

政

府

は

こ

の

勧

告

に

従

い
、

二

十

二

年

九

月
、

「

自

作

農

創

設

特

別

措

置

法
」

お

よ

び

「

農

地

調

整

法

改

正

法
」

を

国

会

に

上

程
、

周

年

十

月
、

可

決

成

立

し

た
。

乙

れ

が

第
二

次

農

地

改

革

と

い

わ

れ

る

も

の

で
、

そ

の

内

容

は

次

の

と

お

り

で

あ

っ

た
。

て

不

在

地

主

の

全

小

作

地
、

在

村

地

主

の

平

均
一

町

歩

を

こ

え

る

小

作

地

(

北

海

道

は

四

町

歩)

お

よ

び

自

作

地

の

平

均

三

町

歩

(

北

海

道

は
一

二

町

歩
)

を

こ

え

る

部

分

を

解

放

す

る
。
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一 ，一
、

解

放

地

は

国

が

買

い

上

げ
、

売

り

渡

し

を

行

な

う
。

乙

の

場

合

の

買

い

上

げ

価

格

は
、

田

は

賃

貸

価

格

の

四

O

倍

(

標

準

田

で

七

六

O

円
)

、

畑

は

四

八

倍
(

標

準

畑

で

四

五

O

円
)

と

さ

れ

た
。

一

方
、

売

り

渡

し

に

つ

い

て

は
、

一

部

を

現

金
一

時

払

い

と

し
、

残

り

は

年

賦

払

い

(

二

四

年

賦
、

年

利

三

分

二

厘
)

と

さ

れ

た
。

こ

う

し

て

解

放

さ

れ

た

全

国

の

農

地

面

積

は
一

七

四

万

二

0

0

0

町

歩

に

の

ぼ

っ

た
。

こ

れ

に

よ

り
、

昭

和

十

六

年

に

全

国

農

地

の

四

六
・

二

%

を

占

め

た

小

作

地

は
、

二

十

四

年

に

は
一

三
・

一

%

ま

で

減

少

し
、

全

国

で

ニ

O

O

万一
戸

以

上

の

新

し

い

自

作

農

民

が

生

ま

れ

た
。

君

津

町

で

は
、

昭

和
二

十

二

年

十

月

二

日

か

ら

二

十

四

年

十

月

二

固

ま

で
、

八

回

に

わ

た

っ

て

小

作

地

の

買

収

が

行

な

わ

れ

た
。

地

区

と

と

の

買

収

件

数

お

よ

び

買

収

面

積

は

以

下

の

と

お

り

で

あ

っ

た
。

貿
収
件
数

貿
収
面
積

君

津

地

区

四

三

五

件

一

六

七

八

町

歩

周

南

地

区

二

O

五

件

八

八
一

町

歩

貞

元

地

区

一
一

六
一

件

一

二

三

二

町

歩

乙

の

農

地

改

革

に

当

た

っ

て
、

昭

和
二

十
一

年

十

二

月
、

君

津

町

農

地

委

員

(

第
一

期)

が

選

挙

で

選

ば

れ

た
。

坂

田

か

ら

は

坂

井

音

三

郎

が

選

ば

れ
、

ま

た

君

津

町

農

地

委

員

会

補

助

員

と

し

て

平

野

秋

蔵
、

広

部

喜

惣

治

が

選

ば

れ
、

そ

れ

ぞ

れ

活

躍

し

た
。

坂田の農業

農

地

改

革

は

そ

れ

ま

で

の

農

村

構

造

を

根

底

か

ら

覆

す

大

変

革

で

あ

っ

た

た

め
、

各

地

で

農

地

紛

争

が

頻

発

し

た

が
、

坂

田

で

は

不

在

地

主

は

皆

無

で
、

ま

た

と

り

わ

け

大

き

な

地

主

も

い

な

か

っ

た

の

で
、

若

干

の

問

題

を

残

し

な

が

ら

も
、

平

穏

の

う

ち

に

実

施

さ

れ

た
。

第1章

戦

後

の

農

業

民

主

化

は
、

当

然

の

乙

と

な

が

ら

農

民

団

体

の

民

主

化

に

も

及

ん

だ
。

回植え(昭和40年頃)
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戦

時

中

の

昭

和

十

八

年

三

月
、

農

業

団

体

法

が

公

布

さ

れ
、

か

つ

て

の

農

会

系

統

の

も

の

と

産

業

組

合

系

統

の

も

の

が

合

体

さ

れ
、

農

業

会

が

発

足
、

農

民

統

制

の
一

元

化

が

実

現

さ

れ

た
。

し

か

し
、

戦

後

に

な

っ

て
、

農

業

会

を

解

散

し
、

新

た

な

農

民

の

自

主

的

組

織

と

し

て

農

業

協

同

組

合

を

結

成

す

る

こ

と

を

目

的

に
、

二

十

二

年

十

二

月

十

五

日
、

農

業

協

同

組

合

法

が

施

行

さ

れ

た
。

同

法

は
、

ア

メ

リ

カ

の

協

同

組

合

に

範

を

と

っ

た

も

の

で
、

そ

の

主

要

点

は

次

の

と

お

り

で

あ

っ

た
。

て

正

組

合

員

は

農

民

に

限

る
。

こ

乙

で

い

う

農

民

と

は
、

「

み

ず

か

ら

農

業

を

営

み
、

又

は

農

業

に

第2編

従

事

す

る

個

人
」

で

あ

る
。

二
、

組

合

員

の

加

入

脱

退

は

自

由

で

あ

る
。

二
、

組

合

の

事

業

で

は
、

生

産

協

同

体

的

な

面

が

中

心

で

あ

る

(

た

と

え

ば
、

共

同

購

入
、

共

同

販

売

な

ど
)

。

四
、

組

合

員

の

経

済

的

地

位

を

改

善

す

る

た

め

に
、

団

体

交

渉

権

が

与

え

ら

れ

て

い

る
。

五
、

組

合

に

対

す

る

行

政

監

督

が

縮

小

さ

れ

て

い

る
。

す

な

わ

ち
、

農

地

解

放

で

誕

生

し

た

自

営

農

民

の

自

主

的

な

組

織

と

し

て

農

業

協

同

組

合

を

結

成

し
、

共

同

購

入
、

共

同

販

売

な

ど

生

産
・

販

売

面

で

協

同

す

る

と

と

も

に
、

農

民

の

経

済

的

地

位

の

向

上

を

図

る

と

い

う

の

が

立

法

の

精

神

で

あ

っ

た
。

同

法

に

基

づ

い

て
、

昭

和
二

十

三

年

二

月
、

君

津

町

農

業

協

同

組

合

が

組

織

さ

れ
、

坂

田

の

農

民

の

多

く

も

組

合

員

と

な

っ

た
。

坂

田

か

ら

は

広

部

徳

蔵

が

農

協

理

事

に

選

ば

れ

た

が
、

以

後
、

下

段

の

人

人

が

農

協

役

員

に

選

ば

れ

て

い

る
。
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本
名
輪
地
区
ヘ
の
揚
水
と
強
制
供
出
の
苦
労

昭

和
二

十

二

年

に

は
、

坂

田

の

農

業

に

も
一

つ

の

危

機

が

訪

れ

た
。

昭

和
二

十

二

年

と

い

う

年

は
、

は

じ

め

か

ら

い

や

な

予

感

の

す

る

年

だ

っ

た
。

敗

戦

の

混

乱

は

ま

だ

続

き
、

世

相

は

不

安

定
。

食

糧

不

足

の

中

で

供

出

は

厳

し

く
、

食

糧

の

確

保

は

供

出

農

家

に

と

っ

て

も

決

し

て

楽

で

は

な

い
。

伺

と

し

て

も
一

俵

で

も

多

く

収

穫

し

た

い

と

い

う

の

が

坂

田

住

民

の

願

い

で

あ

っ

た
。

と

こ

ろ

が
、

乙

の

年

に

限
っ

て
、

四

月
二

十

日

に

雨

が

降
っ

た

き

り
、

雨

ら

し

い

雨

が

な

い
。

坂

田

で

は

例

年
、

田

植

え

が

六

月

初

旬

か

ら

中

旬
、

収

穫

は

十

月

初

旬

か

ら

中

旬

だ

っ

た

が
、

肝

心

要

の

田

植

え

ど

き

に

な

っ

て

も

雨

が

降

ら

な

い
。

こ

と

こ

乙

に

至

り
、

水

の

確

保

が

ま

た

ま

た

部

落

の

重

要

問

題

と

な

っ

た

の

で

あ

る
。

当

時
、

用

水

管

理

は

部

落

役

員

が

担

当

し

て

い

た
。

し

た

が

っ

て
、

寸

用

水

確

保
」

は

部

落

世

話

人

の

重

大

職

務

の
一

つ

で

あ

っ

た
。

世

話

人

代

表

広

瀬

借

は

世

話

人

と

相

談
、

六

月

五

日

に

部

落

常

会

(

総

会
)

を

召

集

し

て

用

水

確

保

に

つ

い

て

部

落

民

に

は

か

り
、

次

の

こ

と

を

決

定

し

た
。

て

今

年

度
、

水

委

員

会

を

特

設

し

て

水

問

題

に

当

た

る
。

委

員

は

各

班

よ

り
一

名

選

出

す

る
。

坂田の農業

二
、

大

和

田

水

利

組

合

よ

り

田

植

用

水

を

H

水

も

ら

い
H

す

る
。

二
、

六

月

六

日
、

全

用

水

路

を

溝

払

い

す

る
。

こ

れ

に

よ

っ

て

田

植

え

も

な

ん

と

か

終

わ

っ

た

け

れ

ど
、

そ

の

後

も

雨

ら

し

い

雨

が

な

い
。

例

年

な

第1章

ら

坂

田

の

水

田

を

満

々

た

る

水

で

満

た

す

梅

雨

に

入
っ

て

も
、

ま

っ

た

く

の

H

カ

ラ

梅

雨

九

七

月

と

も

陸苗代(昭和40年頃)
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な

れ

ば

炎

暑

は

ま

す

ま

す

激

し

く

な

り
、

水

田

は

干

上

が

る
一

方
。

八

月

に

入

る

と
、

頼

み

の

綱

の

大

関

谷

(

下

堰)

は

完

全

に

干

上

が

っ

て

H

ぬ

た

は

ら

い
H

を

終

え
、

新

関

谷

(

上

堰)

も

澗

渇

状

態
。

平

地

の

水

田

は

久

保

水

車

か

ら

の

揚

水

に

よ

っ

て

水

を

確

保

さ

れ

る

と

思
っ

て

い

た

も

の

の
、

平

地

の

水

田

も

水

澗

れ

に

陥
っ

た
。

と

り

わ

け

字

八

反

免

耕

地

も

水

不

足

と

な

り
、

八

月

十

三

日
、

大

和

田

か

ら

水

も

ら

い

を

し
、

引

水

の

た

め
一

部

水

田

を

掘

り

下

げ

て

誘

水

し
、

や

っ

と

急

場

を

の

が

れ

た
。

こ

れ

で

ホ

ッ

と

し

た

の

も

つ

か

の

間
、

本

名

輪

地

区

で

水

澗

れ

が

発

生

し
、

緊

急

事

態

に

直

面

し

た
。

第2編

こ

と

乙

こ

に

至

り
、

部

落

世

話

人

は

部

落

総

会

を

緊

急

招

集

し
、

久

保

用

水

を

花

の

井

地

先

か

ら

ポ

ン

プ

ア

ッ

プ

し

て

引

水

す

る

こ

と

を

決

定

し

た
。

そ

し

て
、

貞

元

地

区

か

ら

揚

水

ポ

ン

プ

を

至

急

借

り

集

め
、

坂

田

か

ら

は

石

油

発

動

機
二

台

を

用

意

し
、

消

防

用

の

手

挽

消

防

車

も

動

員

し

て
、

八

月
二

十

四

日

午

後
一

時

か

ら

い

っ

せ

い

に

揚

水

を

開

始

し

た
。

揚

水

作

業

は

昼

夜

を

分

か

た

ず

続

け

ら

れ
、

二

十

六

日

午

前
一

一

時
一

O

分
、

引

水

を

完

了

し

た
。

部

落

員

総

出

の

必

死

の

努

力

で
、

本

名

輪

地

区

の

水

田

は

守

ら

れ

た

の

で

あ

る
。

そ

の

二

日

後

の

八

月

二

十

八

日
、

突

知

と

し

て

激

し

い

雨

が

降

り

は

じ

め
、

坂

田

の

全

耕

地

を

潤

し

た
。

皮

肉

と

い

え

ば

皮

肉

で

あ

っ

た

が
、

水

田

を

守

る

た

め

に

部

落

民
一

致

協

力

し

て

事

に

当

た

っ

た

乙

と

は
、

そ

の

後

の

部

落

の

団

結

を

強

め

る

う

え

で

大

き

な

力

と

な

っ

た

の

で

あ

っ

た
。

と

こ

ろ

が
、

翌

二

十

三

年
、

新

た

な

難

事

が

坂

田

農

民

を

襲
っ

た
。

「

日

本

は

今

戦

争

に

負

け

食

糧

が

不

足

し

て

非

常

に

困

窮

し

て

お

り
、

ア

メ

リ

カ

が

諸

物

資

を

放

出

し

て

救

済

し

て

い

る

の

で

あ

る
。

君

達

は

同

胞

が

飢

餓

状

態

に

あ

る

と

き

之

を

救

う

義

務

が

あ

る
。

ょ

っ

て

三

月
二

十

八

日

の

日

没

迄

に

各

市

町

村

長

は

其

の

責

任

に

訟

で

供

米

を

完

了

す

べ

し
。

以

上

占

領

軍

命

令

で

あ

る
。

君

達

は

其

の

責

任

が

果

せ

な

い

場

合
、

今

後

其

の

市

町

村
へ

は
一

切

米

の

配

給

を

行

わ

188 
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な

い

か

ら

左

様

心

得

よ
。

」

昭

和
二

十

三

年

三

月
、

君

津

郡

周

辺

の

町

村

長

と

供

出

米

担

当

者

ら

は
、

占

領

軍

係

官

に

よ

っ

て

千

葉

市

院

内

小

学

校

に

緊

急

召

集

さ

れ

た
。

な

に

ご

と

か

な

ら

ん

と

駆

け

つ

け

る

と
、

彼

ら

を

待
っ

て

い

た

の

は

こ

の

「
マ

ッ

カ

l

サ

l

命

令
L

と

い

う
一

片

の

き

び

し

い

通

達

で

あ

っ

た
。

君

津

町

長

鈴

木

誠
一

は

さ

っ

そ

く

各

実

行

組

合

長

を

役

場

に

集

め

協

力

を

要

請

し

た
。

ま

た
、

農

事

実

行

委

員

が

中

心

と

な

っ

て
、

各

部

落
へ

の

供

出

割

当

に

当

た

っ

た
。

乙

の

時

の

坂

田

の

区

長

は

伏

居

岩

吉

で

あ

っ

た
。

戦

後

の

食

糧

難

の

時

代
、

米

の

生

産

地

で

あ

る

坂

田

で

も

例

外

で

は

な

か

っ

た
。

労

働

力

の

中

心

と

な

る

べ

き

青

壮

年

が

出

征

し
、

坂

田

の

田

畑

も

荒

廃

し

て

い

た
。

加

え

て
、

肥

料

不

足
、

前

年

の

皐

越

な

ど

に

よ

り
、

収

穫

量

は

平

年

作

を

下

回
っ

て

い

た
。

坂

田

で

も
、

飯

米

の

確

保

も

ま

ま

な

ら

ず
、

む

ぎ

や

雑

穀
、

い

も

を

作
っ

て

飢

え

を

し

の

い

で

い

た

の

で

あ

る
。

そ

乙

へ

も
っ

て

き

て

の

強

制

供

出

の

命

令

で

あ

る
。

し

か

も

G

H

Q

最

高

指

令

官
マ

ッ

カ

1

サ

l

か

ら

の

直

々

の

指

令

と

あ

っ

て

は
、

抵

抗

は

許

き

れ

な

い
。

部

落

世

話

人
、

実

行

組

合

長

の

平

野

秋

蔵

な

ど

が

中

心

と

な

っ

て
、

対

策

を

協

議
、

部

落

総

会

を

開

い

て

全

農

家

の

協

力

を

要

請

し

た
。

し

か

し
、

前

年

の

供

出

に

加

え

て

の

新

た

な

供

出
。

も

し
、

そ

れ

を

実

行

す

れ

ば
、

自

分

の

飯

米

ど

こ

ろ

か
、

種

ま

き

の

た

め

の

種

籾

ま

で

供

出

せ

ざ

る

を

得

な

い

農

民

も

出

る

始

末
。

部

落

総

会

で
一

坂田の農業

軒
一

軒
へ

の

割

り

当

て

量

を

決

定

し

た

あ

と

で

も
、

部

落

の

有

志

た

ち

は
、

こ

れ

ら

の

部

落

民

を

ど

う

し

て

救

う

か
、

夜

を

徹

し

て

協

議

を

重

ね

た

の

で

あ

っ

た
。

そ

の

結

果
、

割

当

量

に

つ

い

て

は

全

員
一

致

協

力

し

て

実

施

す

る
。

そ

の

う

え

で
、

ど

う

し

て

も

飯

米

の

不

足

す

る

家

庭

に

つ

い

て

は
、

飯

米

を

第1章

申

し

出

て

配

給

を

受

け

る

と

い

う

方

法

で

と

の

難

事

を

乗

り

切
っ

た
。

-
米
摘
場
の
設
置

戦
後
の
食
糧
難
の
中
で 、
坂
田
で
も
食
糧
不
足
は
深

刻
で
あ
っ
た 。
と
り
わ
け 、
昭
和
二
十
二
年
に
は
皐
舷

に
見
舞
わ
れ
た
乙
と
も
あ
り 、
収

穫
が
減
少 、
食
糧
確

保
は
住
民
の
重
要
課
題
と
な
っ
た 。

坂
田
で
は 、
そ
れ
ま
で
米
鳴
き
は
業
者
に
委
託
し
て

実
施
し
て
い
た。
玄
米
を
業
者
に
渡
し 、
米
を
揚
い
て

も
ら
い、
精
米
を
受
け
取
る
の
で
あ
る 。
と
こ
ろ
が 、

業
者
の
米
掲
き
に
よ
る
と、
本
来
受
け
取
れ
る
は
ず
の

米
の
量
が
少
な
く
な
る
な
ど
不
明
朗
の
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た 。
お
ま
け
に 、
米
飽
き
の
副
産
物
の
ヌ
カ
も

業
者
の
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う 。

こ
う
し
た
乙
と
か
ら 、
時
の
実
行
組
合
長

秋
元

理
平

は 、
組
合
員
と
は
か
り 、

実
行
組
合
管

理
の
米
揚
場
を

設
置
す
る
こ
と
に
し
た 。
建
物
は
軍
の
作
業
場
の
払
い

下
げ
を
受
け 、
坂
間
部
落
の
ほ
ぼ
中
心
に
あ
た
る
西
五

龍
の
長
福
寺
の
用
地
に一
五
坪
の
米
矯
場
を
建
設
し
た 。

そ
し
て 、
三
相
モ
ー
タ
ー

(
二
馬
力)

、
精
米
機 、
精
麦

機
各一
台
を
設
置 、
色
部
金
治
を
管

理
人
と
し
て 、
精

米 、
精
麦
作
業
に
当
た
っ
た 。

自
主
管

理
の
米
縄
場
の
設
置
に
よ
り 、
以
前
の
よ
う

な
不
明
朗
な
乙
と
は
皆
無
と
な
っ
た 。
し
か
し 、
食
岨何

事
情
の
好
転
と
と
も
に 、
昭
和
二
十
八
年
廃
止
し
た 。
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表

8 9 10 11 12 13 14 計

町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩
4. 5.21 2. 6 .08 9 .  5 .0 7  1 .  1 .  6 .09 4.00 2. 3.18 3. 5 . 0.11 

2. 5.26 3. 3.28 5 .  2.28 1. 2. 8.00 1. 3. 6 .10 6.00 1. 9.24 4. 5. 9.14 

9. 7.12 2. 5.16 5. 4.25 4. 1. 02 5 .  8.16 5. 8.16 2. 2.24 7. 9 .  8.20 

5 .  2.06 5. 8.28 1. 1. 29 3. 6.15 1. 6.29 8.09 5. 0. 5 .21 

5. 2.27 6. 5 .23 2. 7 .24 7 .  0.03 7.13 3.09 5. 4. 4.14 

1. 1. 0 3  1. 4.18 1. 1. 18 2. 4.18 7 .  0.23 8.15 4. 1. 8.09 

2. 1. 0 7  4. 1 .  00  4.  3.12 1. O. 7 .05 6 .  0.19 9.06 4. 6. 0.19 

8. 8.22 2. 9.01 1. 2. 0.26 4. 1. 10 6 .  5.22 1. 4.03 7. 0. 8.02 

1. 1. 2.05 2. 4.06 8. 1. 05 5.  2.06 1. O. 9 .00 3. 3.16 6. 4. 7.17 

6. 0.27 6. 4.27 8. 6.09 9. 5 .29 1. 2.18 3. 9. 6 .08 

5 . 6. 8.06 1. 3. 2.23 5 . 5. 2.01 6 . 2. 9.13 8.6. 3.01 1. 4. 7.28 1.0.0.12 5 2.8. 9.15 

覧班各EIJ 級等

収による生産量と訂正反収量による生産収量

8 9 10 11 12 13 14 計

町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 反畝歩 町反畝歩
5. 3. 3.28 1. 2. 2.03 5. 3. 5.22 6. 3. 0.12 7. 1. 7 .03 1. 3. 2.02 4. 8.26 48. 5 .  2.13 I 

石斗升 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升
2. 3. 0 2. 2. 4 2. 1. 5 2. O. 1 1. 8. 5 1. 6. 7 1. 3. 0 

石斗升
122. 5 .  7 27. 3. 5 115. 1. 8 126. 7. 1 132. 6 .  6 22. O. 5 6. 3. 5 1，077. O. 9 

48. 1. 2 32. 4. 2 4. 3. 3 116. O. 4 24. O. 3 277. 6. 4 16. 7 .  3 

120. 9. 8 26. 9. 8 113. 5. 7 124. 8. 1 130. 5. 1 21. 6. 5 6. 2. 0 1，064. O. 1 
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-
坂
田
部
落
供
出
米
の
計
算
基
準

坂田部落供出米についての内容

48町 5 反2畝13歩坂田供出農家耕作面積

2石l斗 3升5合

1， 064石O斗l升

604石l斗O升量有保

45 9石 9斗l升量数ヲ|差

18石 1斗4升

平均反収(10等級)

量産生

441石 7斗 7升

整

坂田確保供出数量

調霊至仁ゴ災

供
出
米
割
当
に
つ
い
て
は
常
に
実
行
組
合
の
総
会
を

行
な
い
坂
田
選
出
の
食
糧
調
整
委
員
等
の
説
明
を
受
け

慎
重
に
実
施
し
た 。

供
出
量
の
計
算
は
実
行
組
合
長
を
長
と
し
て
各
班
の

班
長
叩
名
に
て
行
な
う
も
食
糧

事
情
も
か
ら
み
大
変
な

毎
目
だ
っ
た 。



第1章 坂田の農業

昭和29年度 水 稲 総 面 積

晶子ぞ? 1 s 2 3 4 5 6 7 

1， 2 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩 町反畝歩
3.25 1. 4.12 1. 3.14 7.17 

3 6 .21 5.11 3. 6.16 8.00 

4 7. 8.22 6. 1. 20 7.28 1. O. 5.17 2. 6.25 2. O. 0.14 1. 7.09 

5 5. 0.24 2. 6 .02 5. 0.27 1. 0.28 1. 8. 2.04 

6 1. 1. 06  2.19 8. 4.23 3. 4.00 1. 7. 2.03 1. 2.14 

7 1. 2.28 6 .26 1. 9.10 8. 0.21 3. 4.16 1. 2. 0.14 2.09 

8 4.27 8. 3.02 1. 4.11 6. 8.20 7.00 1 

9 1. 5.19 3. 3.07 6. 5.19 2. 2.20 2. 1. 1.03 

10 1. 1. 20 2. 8.05 1. 4.13 1. 6. 3.25 1. 7.061  

11 1. 2.17 1. 3.16 8.19 4. 0.26 

言十 1. 8. 5.26 1. 4. 9.22 3. 6.14 5. 2. 6.22 1. 6. 6.12 12. O. 9.19 7. 1. 25 

不完全農家(供出 を しな い農家)耕作面積 4町3反7畝02歩

昭和29年度 坂田供出農家耕作反別と基準反

\々? 1 2 3 4 5 6 7 

面 積 町反畝歩 町反畝歩 反畝歩 町反畝歩 反畝歩 町反畝歩 反畝歩
1. 8. 5.25 1. 2. 6 .05 1. 7.04 4. 6. 9.25 9. 9.25 11. 6. 1. 21 7. 1. 25 

基準反収量 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升 石斗升
2. 6 .  1 2. 5. 9 2. 5. 5 2. 5. 0 2. 4. 4 2. 4. 1 2. 3. 6 

総 収 量 48. 5. 0 32. 6 .  7 4. 3. 6 117.4. 5 24. 3. 3 279. 9. 6 16. 9. 5 

訂正反収量 2. 5. 9 2. 5. 7 2. 5. 3 2. 4. 7 2. 4. 1 2. 3. 9 2. 3. 3 
訂正反収量lζ
よる生産収量 48. 1. 2 32. 4. 2 4. 3. 3 116. O. 4 24. O. 3 277. 6. 4 16. 7. 3 
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坂田の産業と土地区画整理事業

農
業
機
械
化
の
先
駆
者
た
ち

戦

後

の

食

糧

難

の

時

代

も

終

わ

り
、

二

十

年

代

後

半

に

は

わ

が

国

も

よ

う

や

く

落

ち

着

き

ゃそ

取

り

戻

し

て

き

た
。

化

学

肥

料

や

農

薬

な

ど

も

次

第

に

出

回

り
、

坂

田

の

農

業

も

よ

う

や

く

盛

時

の

勢

い

を

取

り

戻

し

た
。

そ

れ

と

と

も

に
、

動

力

脱

穀

機

や

耕

う

ん

機

な

ど

の

農

業

機

械

が

登

場

し
、

普

及

の

緒

に

っ

き

は

じ

め

た
。

第2編

戦

前

の

坂

田

で

は
、

あ

る

程

度

の

規

模

以

上

の

農

家

で

は

農

耕

牛

馬

を

持

ち
、

坂

田

全

体

で

は

数

十

頭

に

及

ん

で

い

た
。

役

牛

は

使

役
、

管

理

が

容

易

な

た

め

に

次

第

に

数

を

増

し
、

ま

た

馬

は
、

戦

時

中
、

軍

馬

と

し

て

駆

り

出

さ

れ
、

数

頭

を

残

す

だ

け

に

な

っ

て

し

ま

っ

た

た

め
、

戦

後

は

役

牛

が

坂

田

の

農

耕

の

主

役

と

な

っ

て

い

た
。

H

坂

田

の

ボ

タ

草

履
H

と

い

う

い

い

方

が

あ

っ

た
。

語

感

か

ら

い

っ

て

も

決

し

て

い

い

意

味

で

は

な

い
。

H

ボ

タ

草

履
H

と

は
、

乙

の

地

方

で

は

積

極

性

の

な

い

人

を

榔

撤

す

る

と

き

に

使

う

俗

語

で

あ

る
。

昔

か

ら

坂

田

近

隣

の

人

た

ち

は
、

と

き

に

は

坂

田

の

人

々

を

そ

う

呼

ん

だ
。

た

じ

か

に
、

そ

れ

は

坂

田

の

人

々

の
一

面

を

つ

い

た

言

葉

で

あ

っ

た

か

も

し

れ

な

い
。

生

活

の

貧

し

さ

は

同

じ

で

も
、

坂

田

は
、

背

後

に

小

高

い

山

林

を

有

し
、

そ

れ

を
一

や

ま

越

え

れ

ば
、

遠

浅

の

広

大

な

海

が

広

が

っ

て

い

た
。

そ

の

意

味

で
、

坂

田

は
、

農

業
、

林

業
、

漁

業

と
、

自

然

の

天

恵

に

恵

ま

れ

て

い

た
。

農

業

な

ら

農

業

だ

け
、

漁

業

な

ら

漁

業
一

辺

倒

と

い

う

の

で

は

な

く
、

い

わ

ば

地

の

利

で

は

こ

の

周

辺

で

は
一

頭

地

を

抜

い

て

い

た
。

こ

の

地

方

に

大

き

な

問

題

が

起

こ

っ

て

も
、

そ

の

困

窮

の

度

合

い

は

他

の

部

落

に

比

べ

て

軽

微

で

あ

っ

た
。

一

方
、

坂

田

で

は
、

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

H

お

っ

と

り
H

し

て

い

た

こ

と

も

否

め

な

い
。

お

そ

ら

く

N

坂

田

の

ボ

タ

草

履
H

と

い

う

呼

称

は
、

乙

う

し

た

坂

田

の
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人

々

の

資

質

を

指

し

て

付

け

ら

れ

た

も

の

で

あ

ろ

う
。

し

か

し
、

眼

を

現

実

に

向

け

た

と

き
、

彼

ら

は

決

し

て

H

お

っ

と

り
H

型

の

保

守

主

義

者

で

は

な

い
。

海

苔

養

殖

の

研

究
、

農

業

機

械

の

導

入
、

あ

る

い

は

土

地

区

画

整

理

事

業
へ

の

取

り

組

み

で

も
、

彼

ら

は

H

ボ

タ

草

履
H

ど

こ

ろ

か
、

H

章

駄

天
H

の

ご

と

き

敏

捷

さ

を

み

せ

た

の

で

あ

る
。

H

章

駄

天
H

ぶ

り

は
、

戦

後

の

農

業

機

械

化

で

も

い

か

ん

な

く

発

揮

さ

れ

た
。

坂

田

の

農

民

は
、

・

近

隣

の

農

村

に

先

駆

け

て

脱

穀

機

械

や

耕

う

ん

機

の

導

入

を

は

か

っ

た

の

で

あ

る
。

戦

後
、

ア

メ

リ

カ

か

ら

渡

来

し

た

メ

リ

l

テ

ー

ラ

ー

が

初

め

て

坂

田

に

登

場

し

た

の

は
、

昭

和
二

十

九

年

の

乙

と

で

あ

っ

た
。

そ

の

後
、

国

産

機

が

登

場

す

る

に

及

び
、

坂

田

の

農

民

た

ち

は

先

を

競
っ

て

そ

の

導

入

を

図

り
、

ま

た

た

く

聞

に
一

軒

に
一

台

を

保

有

す

る

よ

う

に

な

っ

た
。

そ

の

普

及

は
、

他

の

ど

の

村

よ

り

も

早

か

っ

た

と

い

え

よ

う
。

乙

の

耕

う

ん

機

の

急

速

な

普

及

に

は
、

坂

田

な

ら

で

は

の

特

殊

な

事

情

が

あ

っ

た
。

す

な

わ

ち
、

坂

田

の

農

民

は
、

農

民

と

は

い

っ

て

も
、

半

農

半

漁

の

人

々

で

あ

っ

た
。

そ

れ

ど

こ

ろ

か
、

昭

和

三

十

年

ご

ろ

に

は
、

坂

田

の

海

苔

は

「

上

総

海

苔
」

と

し

て

そ

の

優

秀

性

が

認

め

ら

れ
、

海

苔

養

殖

は

繁

忙

を

き

わ

め
、

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

H

漁

主

農

従
H

の

状

態

に

あ

っ

た
。

こ

う

し

た

状

態

の

中

で
、

漁

業

と

両

立

さ

せ

る

に

は

ど

う

し

た

ら

よ

い

の

か
。

そ

れ

に

は

農

業

の

機

械

化

に

よ

り

農

事

を

い

ち

早

く

き

り

あ

げ

て
、

海

苔

養

殖

に

専

念

す

る

乙

と

で

あ

る
。

幸
い

、

海

苔

養

殖

に

よ

る

現

金

収

入

の

増

大

は
、

官
同

坂田の農業

価

な

農

業

機

械

の

購

入

を

も

可

能

な

ら

し

め

て

く

れ

た

の

で

あ

る
。

そ

れ

ど

こ

ろ

か
、

坂

田

の

人

々

は

折

ち

ゅ

う

苗

代

と

か

畑

苗

代

と

い

っ

て
、

早

植

え

を

励

行

し

た
。

第1章

田

植

え

の

季

節

と

も

な

れ

ば
、

H

早

乙

女
H

と

称

す

る

吋八

た

ち

が

坂

田

に

押

し

寄

せ

て
、

数

日

の

う

ち

に

坂

田

田

圃

の

田

植

え

を

終

え

て

し

ま

う

の

が

普

通

で

あ

っ

た
。

そ

の

有

様

は

壮

観

で
、

坂

田

風

物

詩

の
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一

つ

で

あ

っ

た
。

こ

う

し

て

三

十

年

代

の

前

半

は
、

農

業

と

海

苔

養

殖

が

あ

た

か

も

H

車

の

両

輪
H

の

よ

う

に

働

い

て
、

坂

田

に

と

っ

て

も

充

実

し

た

時

代

で

あ

っ

た
。

坂

田

農

業

が

黄

金

時

代

に

あ

っ

た

昭

和

三

十

年

代

半

ば
、

こ

の

平

和

な

農

漁

村

に

も

重

化

学

工

業

化

の

波

が

押

し

寄

せ

て

き

た
。

八

幡

製

鉄

の

進

出

に

伴

う

千

葉

県

の

要

請

に

よ

り
、

四

十

年

に

は

坂

田

漁

第2編

業

協

同

組

合

は

漁

業

権

を

放

棄
、

坂

田

地

先

の

海

は

埋

め

立

て

ら

れ
、

世

界

最

大

の

君

津

製

鉄

所

が

誕

生

し

た
。

君

津

製

鉄

所

の

操

業

開

始

に

伴
っ

て

大

量

の

新

住

民

が

移

住
、

君

津

市

は

工

業

都

市
へ

と

生

ま

れ

か

わ

っ

た
。

こ

う

し

た

時

代

の

流

れ

に

即

応

し
、

坂

田

の

有

志

に

よ

り
、

昭

和

四

十

二

年

に

は

「

坂

田

土

地

区

画

整

理

組

合
」

発

起

人

会

が

結

成

さ

れ
、

四

十

四

年

十

月
、

正

式

発

足

を

み

た
。

先

祖

伝

来

の

坂

田

地

区

水

田

を

埋

め

立

て
、

そ

こ

に

商

業

を

中

心

と

し

た

商

屈

街

と

住

宅

街

を

つ

く

ろ

う

と

い

う

壮

大

な

計

画

で

あ

る
。

時

代

の

流

れ

と

は

い

え
、

幾

百

年
、

い

や

そ

れ

以

上

の

歴

史

を

も

っ

坂

田

の

農

業

の

終

え

ん

は
、

実

に

あ

っ

け

な

く

や

っ

て

き

た

の

で

あ

る
。

現

在
、

か

つ

て

の

田

圃

は

乙

と

ご

と

く

造

成

さ

れ
、

整

然

と

区

画

さ

れ

た

道

路

と

商

住

街

に

生

ま

れ

か

わ

っ

て

い

る
。

か

つ

て

は
、

田

植

え

後

の

六

月

に

は

緑

の

じ

ゅ

う

た

ん

の

ご

と

く

広

が

り
、

秋

の

収

穫

時

に

は

黄

金

色

の

稲

穂

が

波

打
っ

て

い

た

そ

の

あ

た

り

に
、

昔

の

よ

す

が

を

思

い

出

さ

せ

る

も

の

は

何
一

つ

残
っ

て

い

な

い
。

し

か

し
、

坂

田

は

君

津

駅

を

中

心

に

商

住

地

区

と

し

て

変

貌

を

遂

げ

つ

つ

あ

り
、

坂

田

の

「

第
二

世

紀
」

に

向

け

て
、

新

た

な

息

吹

き

が

た

だ

よ

っ

て

い

る
。
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