
働

60

世近

し
ん
で
ん

新

田

開
発
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か

つばさのうみ
かんたく

●
千
葉
県

･
椿

海
の干
拓事
業
の
場
合

渡
辺

尚
志

(
一
橋
大
学
助
教
授
)

か
い
こ
ん

大
開
墾
時
代
の
到
来

下
の
表
は
､
わ
が
国
の
明
治
以
前
に
お
け
る
耕
地

面
積
の
推
移
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
｡
こ
こ
か
ら
'

九
三

〇
年
ご
ろ
か
ら

1
四
五

〇
年
ご
ろ
ま
で
の
間
に
は
わ
ず
か
し
か
耕
地
が
増

加
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
､

一
四
五

〇
年
ご
ろ
か
ら

一
六

〇
〇
年
ご
ろ

(戟

国
時
代
)
に
は
耕
地
面
積
が
大
き
-
増
加
し
'
そ
の
増
加
の
勢
い
は

一
六

〇
〇

年
代
に
は
さ
ら
に
加
速
し
て
'

一
七
二

〇
年
ご
ろ
の
耕
地
面
積
は

一
四
五

〇
年

ご
ろ
の
三
倍
以
上
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡
そ
し
て
､
こ
れ
以

年 代 耕地面積 典 拠

930年ころ(平安中期) 862千町歩 91.1 わ みよう しよう和 名 抄

1450年ころ(室町中期) 946千町歩 100.0 LU,う しよう拾 算 抄

1600年ころ(江戸時代初頭) 1,635千町歩 172.8 慶長三年大名帳

1720年ころ(江戸時代中期) 2,970千町歩 313.9 町 歩 下 組 帳

▲明治以前における耕地面積の推移

大石憤三郎 『江戸時代』(中央公論社)より引用

び
び

降
､
明
治
初
期
ま
で
は

一
転
し
て
耕
地
面
積
の
増
加
は
微

々

た
る
も
の
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
｡
す
な
わ
ち
､

一
七
世

紀

(近
世
前
期
)
と
は
､
わ
が
国
の
歴
史
上
で
も
特
筆
す
べ
き

｢大
開
墾
時
代
｣
だ
っ
た
の
で
す
｡

統

一
権
力
の
形
成

そ
れ
で
は
'
こ
の
時
期
に
な
ぜ
大
規
模
な
耕
地
開
発
が
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
そ
の
理

由
は
次
の
点
に
求
め
ら
れ
ま
す
｡
日
本
の
農
業
は
､
水
田
稲
作
農
業
を
根
幹
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
ま
す
｡
こ
の
水
田
耕
作
の
た
め
に
は
'
水
田
に
水
を
引
-
用
水
路
と
､
不
用
の
水
を
除
去
す
る
排

か
んが
い

ち
す
い

水
路
と
が
不
可
欠
で
す
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
濯
概
設
備
を
整
備
す
る
た
め
に
は
大
規
模
な
治
水
濯
概
工
事
が
必
要
で
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す
｡
中
世
に
は
支
配
関
係
が
分
散
し
て
い
て
､
広
域
に
わ
た
っ
て
大
規
模
な
土
木
工
事
を
行
え
る
よ
う
な
統

一
権
力
が

存
在
せ
ず
､
土
木
工
事
の
技
術
も
未
発
達
で
し
た
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
う
し
た
状
況
は
戦
国
大
名
の
出
現
で

一
変
し
ま
し

たく
え
つ

は
ん
ら
ん

た
｡
戦
国
大
名
は
'

一
円
的
で
強
力
な
領
国
支
配
権
と
卓
越
し
た
用
水
土
木
技
術
に
よ
っ
て
､
巨
大
河
川
の
氾
濫
を
防

ひ
よ
く

か
い

た
け
だ
し
ん止りん

ぎ
'
そ
の
流
域
の
肥
沃
な
沖
積
平
野
を
耕
地
化
し
て
い
き
ま
し
た
｡
そ
の
代
表
例
は
､
甲
斐

(山
梨
県
)
の
武
田
信
玄

か
ま
な
し

し
んげ
んブつみ

が
釜
無
川
に
設
け
た
堤
防
で
あ
る
信
玄
堤
で
す
｡
こ
の
よ
う
な
戦
国
大
名
の
政
策
は
江
戸
幕
府
に
受
け
継
が
れ
､
さ
ら

に
大
規
模
に
推
進
さ
れ
ま
す
｡
こ
の

｢大
開
墾
時
代
｣
は
お
よ
そ

一
六
六

〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
続
き
ま
し
た
｡

し
ん
で
ん

で
は
'
次
に
こ
の
時
期
の
新
田
開
発
に
つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
て
み
て
み
ま
し
ょ
う
｡

あさひ

う
な
か
み

ひ
が
た

よ
う
か
いち
ぼ

都
の墾

郡

酢

現
在
の
千
葉
県
旭
市

.
海
上
町

.
干
潟
町

.
八
日
市
場
市
に
ま
た
が
る
地
域
に
､
近
世
初
頭
に

つばさのう
み

は

椿
海と
よ
ば
れ
た
大
き
な
湖
が
あ
り
､
近
隣
の
村
人
は
そ
こ
で
漁
業
な
ど
を
し
て
い
ま
し

く
.)ゆう
く
り

た
｡
全
国
的
な
新
田
開
発
ブ

ー
ム
の
一
環
と
し
て
'
九
十
九
里
海
岸
に
近
い
椿
海
の
湖
水
を
太
平
洋
に
落
と
し
て
､
そ

の
跡
を
耕
地
化
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
近
世
初
頭
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡

すぎ
や
ま
さ
ん

え
も
ん

し
ら
い
じ
ろ

え
も
ん

最
初
に
江
戸
の
人
杉
山
三
右
衛
門
が
計
画
し
'
次
い
で
江
戸
の
町
人
白
井
治
郎
右
衛
門
が
開
発
を
出
願
し
ま
し
た
が
'

Ej

と
う
りょう

つじ
う
ち
ぎょう
ぶ
ぎ
え
も
ん

許
可
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
そ
の
後
'
白
井
治
郎
右
衛
門
が
幕
府
の
大
工
棟
梁
の
辻
内
刑
部

左

衛
門
と
共
同
で
開
発

か
ん
ぶ
ん

か
ん'3よう
ぶ
bよう

願
い
を
出
し
た
と
こ
ろ
'
今
度
は
許
可
が
下
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
'
幕
府
は

一
六
六
九
年

(寛
文
九
)
に
勘
定
奉
行
の

つま
き
ひ
こ

え
も
ん

か
ん
た
く

妻
木
彦
右
衛
門
ら
を
現
地
調
査
に
派
遣
し
ま
す
｡
妻
木
ら
が
近
隣
村
々
に
干
拓
に
よ
る
支
障
の
有
無
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
'

村
々
で
は
用
水
不
足
に
さ
え
な
ら
な
け
れ
ば
､
と
い
う
条
件
で
干
拓
を
了
承
し
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
､

一
六
七

〇
年
に

干
拓
工
事
が
始
ま
り
ま
し
た
｡

工
事
の
中
心
は
､
椿
海
の
水
を
太
平
洋
に
落
と
す
排
水
路
の
掘
り
割
り
工
事
で
す
｡
排
水
路
の
工
事
は
､
海
岸
線
か

E]不許可の理由は､干拓が実現すると､それまで椿海を用水源としていた近隣の村々が水不足になること
け ねん

を幕府が懸念したためと推測される｡
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ワヽ

ら
白
井
治
郎
右
衛
門

･
辻
内
刑
部
左
衛
門
の
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
片
側
ず
つ
を
請
け
持

っ
て
始
め
ら
れ
ま
し
た
が
､
白
井

は
資
金
に
行
き
詰
ま
っ
て
開
発
の
権
利
を
放
棄
し
た
た
め
'
工
事
は
中
断
し
ま
し
た
｡
し
か
し
､
同
年
中
に
辻
内

一
人

の
手
で
再
開
さ
れ
'

二

一月
に
は
掘
り
割
り
工
事
が
完
成
し
'
椿
海
の
水
を
太
平
洋
に
落
と
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

ち
よう
ぶ

と
こ
ろ
が
'
廃
水
の
際
､

一
緒
に
流
れ
出
し
た
土
砂
が
下
流
七
力
村
の
耕
地
に
流
入
し
､
五
〇

町

歩

(約
五

〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
)
に
お
よ
ぶ
被
害
が
出
ま
し
た
｡
ま
た
､
近
隣
村
々
で
は
こ
の
段
階
に
な
っ
て
用
水
不
足
に
な
る
こ
と
に
気
づ

き
､
椿
海
の
水
が
ま
だ
三
割
程
度
残

っ
て
い
た

〓
ハ
七

一
年
三
月
の
時
点
で
'
こ
れ
以
上
の
排
水
を
止
め
る
よ
う
幕
府

に
願
い
出
ま
し
た
が
'
聞
き
入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
大
規
模
な
干
拓
工
事
は
近
隣
村
々
に
大
き
な

影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
｡

た
め

い

そ
う

っば己
ん
で
ん

1
六
七

1-
七
二
年
'
干
拓
地
の
用
水
源
と
し
て
の

溜

井

と
'
用
水
路
と
し
て
の

惣

椿
新
田

一
八
カ
村
の
成
立

官

え
んぽ
ラ

堀
の
築
造
が
行
わ
れ
ま
し
た
｡

一
六
七
四
年

(
延

宝

二

)
か
ら
干
拓
地
が

1
町
五
両

の
値
段
で
売
り
出
さ
れ
'
そ
の
後
耕
地
が
安
定
し
て
い
-
に
つ
れ
て
'
土
地
価
格
が
上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
｡

げ
ん
ろ-

け
ん
ち

いけ
だ
し
ん
べ
え

〓
ハ
九
五
年

(
元

禄

八

)
に
は
､
検

地

奉
行
の

池

田

新

兵

衛

ら
の
手
に
よ
っ
て
検
地
が
行
わ
れ
ま
し
た
｡
こ
の
と
き
､

ちょう

た
ん

せ

ぶ

こくだ
か

こく

と

しょう

ご
う

検
地
を
受
け
た
土
地
は
総
計
二
七
四
〇

町

八

反

五

畝

二
〇
歩

､

石

高

二

万
四
四

1石
二

斗
六
升
二
合
で
し
た
｡
こ
の
う

あ
し
ま

ま
つしば
ま

ち
約
三
分
の
二
は
田
地
'
約
四
分
の
7は
蔭

間

(曹
の
生
え
た
土
地
)
･
松
林

･
松
芝
間

(松
や
芝
の
生
え
た
土
地
)
･

く
さ
ま

草
間

･
芝
間
な
ど
耕
地
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
生
産
力
の
低
い
土
地
で
あ
り
'
畑

･
屋
敷
地
は

一
割
以
下
で
し
た
｡

つばきむら
し
も

いわ
い
むら
しも

こ
の
段
階
で
は
'
ま
だ
干
拓
地
に
村
は
成
立
し
て
お
ら
ず
､
新
田
各
地
域
は
｢
椿

村

下

｣

｢
岩

井

村

下

｣

な
ど
､
近
-

に
あ
る
村
の
下
と
い
う
か
た
ち
で
よ
ば
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
が
､

〓
ハ
九
六
年

(元
禄
九
)
に

一
八
の
村
に
分
け
ら
れ

て
､
こ
こ
に
椿
新
田

一
八
力
村
が
成
立
し
ま
し
た
｡

し
ん
でん

っぽ畠

で
は
,
新
田
に
土
地
を
買

っ
た
人
々
は
､
ど
こ
の
出
身
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
椿
新
里

八
力
村
の
ー
つ
で
あ
る

は
る
み

けん
ち
ちょう

春
海
村
の
場
合
を
み
る
と
二

六
九
五
年
の
検
地
帳
登
録
者
二
〇
九
人
の
う
ち
､
半
数
近
い
九

一
人
が
最
も
近
い
椿
村

の
出
身
者
で
､
こ
れ
を
含
め
て
大
部
分
の
人
々
が
周
辺
村
々
の
出
身
で
し
た
｡
近
隣
村
々
に
あ

っ
て
､
次
男
以
下
に
生

ま
れ
て
分
家
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
で
い
た
者
や
､

一
人
前
の
百
姓
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
従
属
的
な
地
位
の
農
民

た
ち
が
､
独
立
を
求
め
て
新
田
に
移
住
し
て
き
た
の
で
す
｡

こ
そ
ん

新
田
は
古
-
か
ら
あ
る
村

(古
村
)
に
比
べ
て
､
耕
地
が
不
安
定
で
生
産
力
が
低
か
っ
た
た
め
'
移
住
し
た
人
々
の

ね
ん
ぐ

暮
ら
し
は
決
し
て
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
な
か
に
は
年
貢
を
払
え
な
い
た
め
､
せ
っ
か
-
入
手
し
た
土
地
を
手

放
し
て
新
田
を
去
る
人
も
い
ま
し
た
が
､
多
-
の
人
々
の
営
々
た
る

努
力
に
よ
っ
て
､
し
だ
い
に
生
産
力
も
安
定
し
て
い
き
ま
し
た
｡
そ

しょうとく

の
結
果
､

1
七

二
二
年

(正
徳
三
)
に
は
八
七
九
軒
だ
っ
た
家
数
が
､

一
八

一
四
年

(文
化

〓

)
に
は

一
四
七
四
軒
に
増
加
し
て
い
ま
す
｡

な
ぬし

新
田
村
に
は
当
初
名
主
が
お
か
れ
ず
'
近
隣
の
古
村
か
ら
四
名
が

わり
も
と

割
元
名
主
に
任
命
さ
れ
て
､
新
田

一
八
力
村
の
村
政
を
管
轄
し
て
い

ま
し
た
｡
し
か
し
､
他
村
の
者
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
へ
の
新
田
村
民

ふ
か

の
不
満
が
強
く

一
七

1
三
年
に
は
年
貢
や
諸
入
用
の
賦

課

を
め
ぐ

っ
て
紛
争
が
起
こ
り
､

一
七

一
五
年
に
は
割
元
名
主
が
廃
止
さ
れ
て
､

各
新
田
村
に
名
主
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
､

新
田
村
は
古
村
と
対
等
の
行
政
的
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
す
｡

〔参考文献〕*大石慎三郎 ｢江戸時代』(中央公論社､1977年)

*r八日市場市史 下巻』(1987年)
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