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は じめ に

戦 後の 日本 の 農地 基盤整備 は
, 道路 ･ 河川 ･ 下水道 ･

港湾等 と並 ん で 公共土木事業 の
一

翼 を担 う ｢ 土地 改良事

業｣ と 呼ば れ る事業 制度 に よ っ て進 め ら れ て き た｡
こ の

制度 は, 明治 の 開国以後, 日本 が近代化 欧米化 を進 め る

中で, 欧州 の 制度 に触発 さ れ た ｢ 耕地整理｣ と い う 事業

で 出発 し たが , そ の 後, 事業 内容 は 日本 の 実状 に適合す

る よ う に 改良さ れ て き た
｡ す な わ ち, 散 在農地 の 集 団化

を主 目標 と した 欧州流 の 耕地整理事業 が, 日本 の 水 田水

稲作農業 の 実状 に合 わせ て 修正 さ れ, 農地 開発 ･ 潅概排

水 ･ 圃場整備 ･ 防災 の 4 分野 の 農地基盤整備 を目指す 土

地改良事業 へ と変貌 し て き た の で あ る｡

本稿 で は ,
2 章 で まず 耕地整理法制 定以前の 日本の 区

画整理 の 事例 を概観 し, 続 い て 法制定 の 背景 を主要な 関

係者 に即 し て分析 し, 欧州直輸入の 耕地整理 が
,

日本の
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潅概水田に適用され る過程で ｢ 日本化｣ されて事業メ ニ ュ
ー

を拡大 して い っ た 過程を考察す る｡ 第 3 章 で は 明治時代

の 代表的な 水田 区画整理方式の 欧州技術移転説 に 関す る

論争を レ ヴ ュ
ー

し て , そ の 真偽 に つ い て 検討す る｡ 第 4

章 で は土 地改良や 耕地整理に 関わ る 類縁用語 に つ い て
,

そ の 定義や 含意の 変遷を 用例を追 っ て 解明 ･ 整理 し, 耕

地整理か ら土地改良 へ 展開過程に つ い て 考 察す る｡

2 . 耕 地整理事 業の 展開

1) 耕地整理 法の 制定まで

日 本で は 耕地整 理 法施行以前 か ら耕地整 理 や現 在の 圃

場整備に 相当す る 事業 (以 下,
｢ 区画 整理｣ と総 称す る)

が 小面積な が ら各地で 実施さ れ て い た
｡

た とえ ば 岐阜 県

穂積 町で 森 粂之助 が 18 4 9 年 に 自 己所有水 田 で 実施 した

事例 な ど が よく知 られ て い る し
l )

,
三 重県伊勢地方 で は

明治以前に ｢ 畝町倒 し｣ や ｢ サ イ メ｣ と 呼ば れ た 小規模

な 区画整理 が 行わ れ て い た とさ れ て い る
2)

｡

明治に な る と 代表的な 区画整 理方式と して , 静 岡式の

｢ 畦畔改良｣ ( 後に は ｢ 畦畔整 理｣ と呼ば れ る こ とが 多い)

と石川 式の ｢ 田 区改正｣ が 考案 ･ 実施 さ れ た｡

石川式 は 明治 2 0 年 , 野 々 市村 の 模範農場 で 始 め ら れ

た 方式で
, 水田 の 区画 (畦畔で 囲まれ た

一

枚
一

枚の 水田)

は い ず れ も支線道 路 と用排 水路 に 接 し
, 長方形 に 整形化

され , 面積 は 6 - 8 畝 (約 6 0 0 - 8 0 0 m
2

) に 拡大さ れ た
3 )

o

石川 式田 区改正 の 主要な 目的は
, 区画の 拡大 ･ 整形化

と排水改良に よ る 乾田 化 ･ 牛馬耕の 導 入, 道路 の 直線 化

に よ る資材運搬作 業の 効率化だ っ た ｡ ま た
, 区画 整形 化

に よ っ て 付随的に もた らさ れ る 効果 と して, 畦畔整理 に

よ る耕地 の 増加 (増歩) , 小排水路建設 に よ る乾 田化 と

二 毛作水田 化が あ っ た
4 )5)

｡

一

方, 静 岡式は 明治 5 年 に磐 田 郡彦 島村 で 名倉 太郎 馬

が 実施 し た の が 最初 で
,

そ の 後明治 13 年 に 本 田平八 ら

が 行 っ た と さ れ て い る
6〕

｡ 区画面積 は 2 - 3 畝 と 石川式

よ りか な り小 さく
, 支線道路 や 用排水路 はす べ て の 区画

に は 接 して い な い
｡

ま た
, 道路, 水路 の 方 向を正 確 に東

西南北に 合 わ せ る ｢正 方位｣ 化 を特徴 と した
7 )

｡

そ の 主要 な 目的は
, 区画 の 整形 化と正 方位化 に よ る正

条植え の 効率 的 ･ 効果 的実施 と
,

畦畔の 撤去 に よ る水 田

面積の 増加 で あ る
｡ 戸塚弥三 治 の 『田形改革論』 (明治

2 1 年) で は
, 静 岡式の 区画整 理 の ｢ 其制 は碁盤 割 を以

て し其方 向は東西南北 に 定 む る は光線 の 入 射空気 の 流通

を 利す る もの な り｣ と さ れ, 鈴木浦八 の 『畦畔改良意見

書』 ( 明治 3 3 年) で は
,

静岡式 区画整理 の 目的を, 畦畔

や道路水路 を直線化 して ｢無益 な る道敷, 畦畔｣ を撤去

して
,
｢ 土 地 の 空 費｣ をなく して 耕地 を増 歩す る こ と と

して い る
｡ ま た

, 石川 式 の 田 区改正 に対 して は, 区画 の

大 き さ を ｢粗大, 粗造｣ と し
, 幅十 間の 区画 で は堆肥施

用 が 困難等, ｢ 精 農法｣ を妨 げ る もの と批判 し て い る
8)

｡

こ の よ う に, 当時の 代 表的な 区画整理方式 で あ る石 川

式 と静岡式 は,
そ の 目的 ･ 効 果と して

,
と もに 畦畔や道

路 の 撤去 ･ 直線化 に よ る 水田 面積 の 増加 を挙 げて は い た

が, 石川 式 で は牛 馬耕 や 牛馬に よ る適作 の 利便性 の た め

の 区画規模拡大 と道路 の 直線 化, 静 岡式 で は正 常植 え に

代表さ れ る ｢精農法｣ の た め の 区画整形化 をそ れ ぞ れ重

視 して い た点 に特徴 が あ る
｡

た だ ,
い ず れ も分散 す る耕

作地 の 集 団化 は重視 して お らず, こ の 点 は, そ の 後の 欧

州 の 区画整理 を視察 した 樋田 や 酒匂 ら の 主 張と異 な っ て

い た｡

2) 樋 田 , 酒匂 の 欧州 区画整 理 の視察

明治 1 4 年 , 当時農商務 省書記官だ っ た樋 田魯
-

らが 欧

米 を視察 し, 帰 国後, 欧州 の 区画整理を紹介 し
,

日本で

の 実施を奨励 した｡ 樋 田は帰 国後の 明治 2 1 年に 『農業振

興 策』 を著 し, 耕 地区画改 良 ( 主に 区画 の 整形 化) に あ

わせ て 耕転 運輸の 便の た めに ｢ 星散 又は 隔離 の 耕地 を｣

｢ 交換して
一

纏め となすを 便宜とす｣ とし, ｢ 交互 錯雑の 私

有地 交換｣ による農地集 団化の 必要性を説 い てい る｡

明治 2 2 年 に は 後 に耕地整理 法制定 の 主 要メ ン バ ー

に

な っ た 酒匂常 明が ドイ ツ 等 に留 学 し
, 帰 国後,

『増訂三

版 米作新論』 ( 明治 25 年) を刊行 して ｢土 地整理 の 十 大

利益｣ を説 き は じめ
9 )

,
そ の 後,

『土地整理論』 ( 明治2 6

年) を執筆 して い る ｡ 耕地整理 法制定 の 6 年前 で あ る
｡

こ の 『土 地整理 論』 は農商務省 か ら刊行 さ れ
, 当時の

農商務省 の 区画整理 に対 す る考 え方 が示 さ れ て い る が
,

こ こ で も日本 の 農地 が所 有者 ご と に ｢ 星散｣ して い て 営

農 上 不便 で あ る と さ れ , ｢ 区画を広国正 形 に し溝渠農道

を改造 し星散 の 所有地 を分 合 し無益 の 畦畔を撤去 し所謂

土 地整理 を行 わ ば 国家 の 利益実 に 莫大 なり｣ と して
,

土

地整理 の 十大利益 と して 以下 を挙 げて い る
10 )

｡

① 畦畔細径 の 員数 を 削減 し及此際不毛地 を 開き て地積

を増加す

②地積 を増加 し地種地目 を
一

新す る も三 十年 内地価据

置 の 恩典 を蒙 る
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③ 区画広 閲正 形 と な る が故 に播種耕転 及牛 馬耕 に 便利

な り

④迂 曲の 細径 を省 き縦横 の 閉路 を 開き て 田 圃の 往来農

車馬 の 出入 農具肥料収穫物等 の 運搬 を自 由快速 に す

⑤溝渠 を改造 し て 潅水排水 に便利 を与 え以 て 用水量 を

減 じ濯排 に 時機 を誤 ら ざ ら しめ 湿 田 を乾 田 に変 じ 一

毛作 を 二 毛作 と為す

⑥道路畦畔溝渠を 堅固直線 と して 其間数省 き又 平素出

入 の 時間及毎年修繕の 手数を滅ず

⑦適宜土 地を 分合 して 所有地の 散在す る こ とな か ら し

め 以て 土 地改良を 行い 易か ら しめ 各所往来の 労賃を

減 じ人夫の 監督虫害の 駆 除を 容易に す

⑧地 価を騰 貴 し融通 売買 に 利益 多か ら しむ

⑨小作人 に 満足 を与 え以 て小作料 の 滞納 な か ら しむ

⑲境界論水論 を絶ち丈量製 図を容易 に す

彼 ら が視察 した 当時の 欧州 の 区画整理 は
, 漕概 を行 わ

な い 畑地 を対 象と して お り, 分散す る所有地 の 集 団化 や

道路 の 建設 に よ り適作時間 を節約 し
, 区画規模 を拡大 し

て農作業効率 を向上 させ る の が主要 な目 的だ っ た
｡

そ の

た め
, 彼 ら の 主張す る 区画整理 も,

こ う した労働生産性

の 向上 が 主要 な目 的と な っ た の で あ る｡

ただ
, 樋 田 も酒匂 も前掲書の 中で , 区画整理 の 内容 ･

効果 と して 圃場 レ ベ ル の 濯概排水改良 を挙 げて おり, ま

た , 酒匂は 十大利益 に示 した よう に排水改良 に よ る乾 田

化や そ れ に よ る 二 毛作化, 畦畔改廃 に よ る水 田地積の 増

大の 効果を も挙げて い る
｡ 濯減水田 を中心 とす る日 本農

業の 現実に お され
,

こ れ らを 加え て い た の で あ る
｡

3) 耕 地整理 法の 制定

耕 地整理法 は明治 3 2 年 に 制定 され
,

3 3 年 に施行 さ れ

た
｡ 当初, 耕地 整理 の 事 業目的は ｢耕地 の 利用を増進 す

る 目的を以 て 其 の 所 有者共 同 して土 地 の 交換若は分合,

区画形状 の 変更 及道路, 畦畔若 は溝渠 の 変 更廃 置を行う

を謂 う｣ ( 同法 第
一

条) と さ れ た ｡ 交換 分合 に よ る分散

所有地の 集団化,

一 枚 一 枚の 区画の ｢ 正 形｣ 化 と ｢ 広閲｣

化, 道路 の 直線化等 に よ る既耕地 の 耕作, 適作 の 便 の 改

良 は目的 と し て 示 さ れ たが , 酒匂 の い う 圃場 レ ベ ル の 用

排水改良や 地積拡大 は目的 と し て 明示 さ れ な か っ た
｡

しか し , こ の 事業 は あ まり広く は普及 し なか っ た
｡ 実

際, 明治 3 3 年か ら後述の 明治 3 8 年の 法改正 ま で の 6 年

間で 事業 が 実 施 され た の は 2 8
,
7 3 7 町 に過 ぎ ず

,
そ の 後

の 毎年 3 0
,
0 0 0 町を越え る事 業実施 面積 と 比 べ て 極 め て

少 な い
11 )

｡ 新沢が 指摘 した よう に, 事業 の 実施主体 で あ

る地主 ら が小作料 の 増大 に直結 しな い 労働生産性 向上 の

た め の 耕地整理 に は ほ と ん ど興味 を持 た な か っ た た め で

あ る
12 )

｡ もち ろ ん
, 前記の 畦畔整理 に よ る水 田地積増大

や 乾 田化 に よ る 二 毛作 の 実施 で 小作料 の 増額 は ありえ た

が
, 事業費 と比較 し て 十分 な利益 を得 る こ と は難 しか っ

た もの と考 え られ る
｡

4) 耕地整理 法の 改正

こ の よう に農地の 集団化 と区画の 正 形化 に 限 られ た 当

初の 事業制度 に は限界が あ っ た た め , 耕地整理法は 制定

後わ ず か 6 年後の 明治 3 8 年 に は
, 事 業目的 に ｢感 激排

水｣ を 追加せ ざ るを得な くな っ た ｡ 当時農商務省農務局

長だ っ た 酒匂は
, 国会で 法改正 の 提案理 由を, 大規模な

耕地 整理 に 必須の 濯概排 水改良が 耕地整理 事業に 含ま れ

る こ と を 明示す るた め
,

と説明 し て い る
13 )

. 実 際,
こ の

改正 に よ り
,

大規模 な排水 ポ ン プ や
, 頭首工 や用水 ポ ン

プ と い っ た大 規模取水施設, 幹線用排水路 の 建設 ･ 改良

も耕地整理事業 と して 実施 で き る よ う に な っ た
｡

しか し
, 既存 の 濯減水 田 の 場合, 濯概施設 を改良 して

も必ず しも大 き な事業効果 (米 の 増産) は見込 め な い
｡

開墾 や畑地 の 地目変換 に よ る水 田化等, 水 田 の 面積 を増

や し て 濯概 区域 を拡大す る こ とで 初 め て大 き な利益 を生

む の で あ る｡ その た め明治 4 2 年 に は再 び法が 改正 され
,

事業目 的に ｢ 開墾｣ ｢ 地目変換｣ が 追加 さ れ た｡ さ ら に

大正 3 年 に は干拓 ･ 埋立 も事業目的 に 追加 され た
｡ 水 田

面積の 拡大 に ほ
, 陸地の 開墾 ･ 地目変換 だ け で な く, 水

域の 干拓 ･ 埋立 も有効な 方法だ か ら で あ る
｡

こ う して
, 耕地整理 事業は

, 現在の 土 地改良事業の 開

発, 水利, 圃場整備 とい う 3 つ の 主要な 事業メ ニ ュ
ー

を

網 羅す る よう に な っ た
｡

な お , 明治 4 2 年の 法改正 で 耕地整理 法 は全文 が書 き

換 え られ,
こ の 改正以 後の 法 は新法,

そ れ 以前 は 旧法 と

呼称 さ れ て い る ｡
しか し

, 事業 目的が 労働生産性 向上 か

ら土 地生 産性 向上 へ と大 きく転換 した の は そ の 前 の 明治

3 8 年の 改正 で , 漕概 排水 が 加え ら れ た 時 と み る べ き で

あ る｡

5) 関連他事業

こ う し て耕地整理 事業 に ほ
,

既耕地 の 区画整理
,

大規

模濯洩排水, 開墾 ･ 地目変換, 干拓 ･ 埋立 と い っ た事業

が 含ま れ る よう に な っ た
｡

しか し
,

そ の 後 はま た
, 区画整理 以外 は別事業で 実施
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され る よう にな っ て ゆく｡ 濯概排水 に つ い て は , も とも

と 明治 2 3 年 に内務省所 管の 水利組合 条例が あ り, 明治

4 1 年 に 水利組合 法が 制 定さ れ , 大規模 な 濯概排水 事業

は内務省の 下で 水利組合に よ っ て も実施 され る よう に な っ

て い た｡ しか し
,

当時内務省の 河川担当局 は, 大規模河

川の 治水事業で 手
一

杯 で
, 濯概排水事業 にま で 技術支援

や 補助が で き る状態 で は な か っ た
14)

｡
ま た

,
耕地整理組

合 に よ る用排水施設の 改良工 事もな され て い た が , 耕地

整理 及土地 改良奨励規則 に よ る国庫補助 は 15 % と低か っ

た
｡

そ こ で
, 大正 12 年 , 農商務 省が 用排水改良事 業補

助要項を 制定 し, 受益地が 5 0 0 町を 越え る濯概排水事業

に対 し, 国費 5 0 % で 行 う とい う 補助制度 を う ち 立 て た
｡

こ れ に より,
こ れ 以後, 大規模な 濯概排水事業は

,
主 に

用排水幹線改良事業 と して 実施 され る よう に な り , 必ず

しも耕地整理 法や 耕地整理 組合 に よ らな くな っ た
｡ 農林

省 農務 局 が 刊 行 し た 『明 治年 間濯概 排 水事 業 資料』

(1 9 2 9 年) に は , 5 0 0 町以 上の 大規模 な 濯概排水事 業 と

して
, 普通水利組合 によ る事業 (那須蒲水普通水利組合) ,

水害予防組合 によ る もの (中蒲原郡亀田郷水害予防組合) ,

単独の 工 事 (碧海郡明治用水開削事業や 安積読水事 業,

児島湾開墾事業) 等が 紹介さ れ て い る
1 5 )

o

同省農政局 発行 の 『第 1 6 次耕地拡 張改良事業要 覧』

( 1 9 4 2 年) に よ る と
, 大正 1 2 年か ら昭和 14 年 ま で に 用

排 水幹 線 改良 事 業事 業 を 実施 し た地 区 は 4 9 8 地 区,

4 8 2
,
0 4 5 町で , 平均事業地区面積 は 9 6 8 町で あ る

｡

一

方 ,

こ の 間に 耕 地整 理 事 業 を 実施 した の は 2 1
,
5 4 3 地 区,

5 8 8
,
0 3 1 町 で , 平 均地 区面積 は 2 7 町｡

こ れ よ り, 用排

水幹線改良事業は耕 地整 理 事業 と ほぼ 同 じ面積をカ バ ー

して お り, 大規模 な 濯概排 水事 業は 耕地整理事業 よ りも

用排水幹線改良事業 で 実施さ れ て い た こ と が推察 され る｡

ま た , 大 正 8 年 に は 開墾助成 法が制定 さ れ た
｡ 当時,

耕地 整理法 に よ る 開墾や埋 立 ･ 干拓 は 国庫補助 の 対 象に

な っ て い な か っ た が
,

開墾 助成 法に よ り工 事 開始 の 年か

ら 4 年間, 開墾
, 干拓埋 立 の 工 事 に要 し た費用 の 6 % が

国庫補助 と して支給 さ れ る よう にな っ た
1 6)

｡
こ れ に よ り,

耕地 整理 法 に よ ら な い 開墾助成法単独 で の 開墾 (普通 開

壁) も実施 さ れ る よ う に な っ た
17)

｡

こ の よ う に
, 区画整理 か ら始 ま っ た耕地整理 事業 は,

濯概 排水, 開墾 ･ 地 目変換, 干拓埋立 を加 え た が, そ の

級, 区画整 理以外 の 事業 を実質 上他 の 法 や補助要綱 に ゆ

ず る と い う 経過 を た ど っ た
｡ 戦後, 昭和 2 4 年 に耕地整

理 法, 水利組合法, 北海道土功組合法が ひ と ま と め に さ

れ て 土地改良法が 制定 され
, 実態 と して は初 めて , 上記

の 事業が す べ て 土地改良事業 と して 実施 され る よう に な っ

たの で あ る｡

3 . ｢ 石川式｣ 区画整理 の 欧州伝来説

前記の よう に, 耕地整理法施行以前の 区画整理方式 と

して 著名な もの に ｢ 静岡式｣ と ｢ 石川式｣ が あ っ た が
,

｢ 静岡式｣ が 我が 国独自の 区画整理方式 で あ るの に対 し
,

｢ 石川式｣ は 樋 田魯 -

な どが ヨ ー

ロ ッ
パ で 見聞 き した 知

識をも と に した もの で ,
ヨ ー

ロ ッ
パ ( ドイ ツ) か ら技術

移転さ れ た もの と見 るの が 通説だ っ た
t8) 1 9 )

｡

こ れ に対 して
, 須 々 田要吉教授

20)

と佐藤洋平教授
2 1 )

が
,

ほぼ 同時期に樋 田 に よ る技術移転説を 否定 した
｡ 石川 式

は当時の 代表的な 区画整理 方式で , 現在の 鴻巣式区画整

理 方式の 原型 とも言え
,

そ の 起源が ドイ ツ か らの 技術移

転か 日 本独自の もの か ば 興味深い
｡ 以下, 筆者の 新た な

知見を 加え な が ら再検討す る
｡

両教授に よ る と
,

こ の よう な 技術移転が 通説 と して 広

く流布 し た契機 は , 横井 時敬の 以下 の
一

文で あ る
｡

｢ 伝

う る所 に よ れ ば 明治 2 0 年 1 月 内務省 に 開か れ た る地 方

長官会議に 際 し, 権少書記官樋田 魯 - 氏の 欧米の 農事視

察談あ り｡ 其談 中区画改良の こ とあ り｡ 我 国に 於て も農

事改良 の 根本政策と し て , 此改良 を急務 とな す と説 け り｡

列席の 石川県知事 岩村高俊氏大に 感奮, 帰庁 す るや 直に

郡長会議を開き
, 其席上 懇諭す る所あ り

, 石川 郡長を し

て 郡内当業者 を勧 誘せ しめ た る も, 何人も之 れ に 応ず る

こ とな か り しか ば
, 仇て 之れ が 模範を 示す の 緊要な るを

以為 い
, 同郡立 模範農場長波連譲三郎 に 命 じて , 同郡野々

市村に 於け る模範 農場 付属 の 耕地 二 町五 反 八畝 三 歩
, 筆

数 1 2 2 の 地 を 卜 し, 之 れ に 田 区改正 を試 み しめ した り
｡

此試験 の 結 果は大 な る 成功 を 表せ り｡｣
22 )

両教授 の 否定 の 根拠 は
, 樋 田 の 帰国, 地方長 官会議,

模範農場 で の 田 区改正 そ れ ぞ れ の 時期 が
, 横井 の 記述 と

矛盾す る 点で あ る
｡ 農商務省公報

23 )
に よれ ば, 樋 田魯

-

ら欧米巡回施設の 帰 国は 明治 2 0 年 6 月 で
, 明治 2 0 年 1

月 の 地方長官会議 に 樋 田 が 出席 して い る はず が なく,
こ

の 間, 横井 の 紹介 した 欧州情報 の 伝達経路 は存在 しえ な

い
｡

な お , 『内務省史』 に よ る と 明治 2 0 年 1 月 に 地方長

官会議 は 開催 さ れ て い な い
24)

｡

次 に , 樋 田帰 国後の 明治 2 0 年 6 月以降 の 地方長官会
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議 で 樋 田 が 講演 し, 岩 村が そ れ を 聞い た 可能 性 だ が,

『内務省史』 に よ る と明治 2 0 年 6 月以降 で 最初 に 地方長

官会議 が 開か れ た の は明治 2 0 年 9 月
25 )

｡

一 方 , 模範 農

場の 工 事 に つ い て は , 明治 2 1 年 1 月 1 5 日発行の 農商工

公報第 3 5 号 に ｢ 本年稲 作を 試み た る に 其結果 は耕転 濯

概 に便 な る が 為め 労力を 省 く｣ と の 記述が あ る
26 )

｡
9 月

の 地方 長官会議で 樋田 が 講演 し
,

そ れ に 基づ い て 模範農

場の 計 画設計や 工 事が 行わ れ,
そ の 年 の 稲作が実施 さ れ

た とは考 え られ な い
｡

つ ま り, 少 なく と も模範農場 の 区

画整理 は, 両教授 が批判 した よ う に
, 樋 田 の 欧米視察 に

基 づ く技術導入 で は な か っ た と考 え ら れ る の で あ る｡

と こ ろ で , 横井 は ｢ 伝ふ る と こ ろ｣ と して 伝聞 に 基 づ

い て 書 い て い る｡ と な る と, 誰か らの 伝 聞か が 問題 とな

るが
,

大 日本農会 に お け る横井 と樋 田の 密接 な関係を考

え る と, 樋 田本人か ら石川式区画整理 へ の ｢ 貢献｣ を伝

え られ た こ とも考え られ る
｡

こ の 件に つ い て は
, 樋田 自

身,
『耕地 区画改良方按』 の 中で 自著 『農業振興策』 の

功績を あ げ
,

｢ 石川県属岸 秀実氏 は振興 策 に基 き之 が実

施を 企て 同県巡回教師渡達 譲三郎氏 と協力以て 農商課長

石田高 氏に 謀り 責に 夫々 の 議 を経 て石 川 郡郡費に て 設 け

あ り し模範農場 の 地 に施行 し其好結果 よ り して 漸次 同県

下 に 続 々 相行 わ れ 善良の 実績 を表わ せ り｣
27 )

と述 べ て お

り, 自 らの 模範農場の 区画整理 へ の 貢献 を記述 して い る
｡

と は い え , 樋 田 が横井 に そ の よ う に伝 え た と し て も
,

『農業 振興策』 の 版権免許 は 明治 2 0 年 12 月 , 出版 は第

一

編 が 明治 2 1 年 1 月 , 第 二
,

三 編 は 同年 3 月 で
,

こ の

時す で に 模範農場 の 工 事は 完了 して い るか ら
,
『農業振

興策』 が模範農場の 田区改正 に影響を及 ぼす こ と はな か っ

た はず で あ る
｡

実際 に
, 石川 式が 欧州の 耕地整理 の 影響を受 けた もの

だ っ た の か は判然 と しな い
｡ しか し

, 前記の よう に
, 当

時耕地整理事業が 紹介さ れ た ドイ ツ や フ ラ ン ス に は用排

水路や 畦畔を要す る水田 の 区画整理 は な く, 区画整理方

式 ( 道路 水路 の レイ ア ウ トや 区画形 状) に つ い て は, 技

術移転 しよ う に も移転 しよ う が な か っ た は ず で あ る｡

ま た , 欧州耕地整 理事業 の 主 目的で あ る分散耕作地 の

集 団化 は
, 石 川式 に も コ ン セ プ トと して は導入 さ れ た か

も しれ な い
｡

しか し
,

実態 と し て は
,

従前 の 水 田 の う ち

標準 区画の 6 - 8 畝 よ り小 さ い もの は 集団化 さ れ た が
,

そ れ以上 の 集 団化 は ほ と ん ど な され ず
, 区画 ご と の 分散

錯圃 は残存 して い た
28 )

｡
コ ン セ プ トは導入 され た もの の

,

実態は 伴わ な か っ た の で あ り, こ の 点か らも石川式 が 欧

州か らの 移転技術 に よる もの とは い い 難い
｡

4 . ｢ 土 地改良｣ 類縁 用語の 考察

か っ て の 耕地整理 事業, 現在 の 土 地改 良事業 は
, 農業

土木事業 とも言 わ れ て い る｡ ま た
,

よく知 ら れて い る よ

う に 農業土木学会 の 前身 は耕地整理 研究会 で あ り, 戟前

の 農業土 木技術者 が従事 した主要 な公共事業 は耕地整理

事業 だ っ た ｡ 当時は耕地整理 と い う用語 が農業土 木の 代

名詞 と もい え た の で あ る
｡

ま た
, 現在 で も耕地整理 と い う 用語 は生きて い て

,
土

地改良事業の 関係部局名 と して ｢ 耕地課｣ と い う 名称を

用い て い る府県が あ る
｡ 千葉 ･ 山梨 ･ 滋賀 ･ 京都 ･ 奈良 ･

鳥取 ･ 岡山 ･ 高知で あ る
｡ 長野 ･ 広島 ･ 香川で は

, 土地

改良を 課や 室の 名称 に用い て い る
｡

ま た
, 都道府 県の 土

地改良事業関係の 課長 を集 め る全 国会 議の 名称 は
, 今 も

｢ 耕地課長｣ 会議 と呼ば れ て い る｡

耕地整理事 業の 内容 の 変遷 は す で に見 た通 りで , 当初

の 区画整理か ら農業水利 (濯概排水) , 農地開発 ( 開墾 ･

干 拓等) を 加 え る よ う に な っ た が , そ れ に と もな っ て

｢ 土地改 良｣ ｢耕地整理｣ ｢ 農業土木｣ と そ の 類縁用語も,

そ の 内容 や用語相互 の 関係 を変化 させ て き た｡ 以下, 各

時代 の 関係 図書 を挙 げて こ う した 類縁用語の 内容の 変遷

を整理 し
, 耕地整理 事業か ら土地改良事業 へ の 展開過程

との 関係 に つ い て 考察す る
｡

1) 樋田 魯 - 『農業振興策』 有隣堂 (明治 21 年) , 『耕地

区画改良方按』 非売品 (明治 22 年)

樋田 は耕地整理 関係者 と して は も っ とも早 い 時期に 訪

欧 し
, 谷干城農商務大臣に 随行 して 欧米を巡 回 した さ い

に 得た 知見, 特に , 耕地 改良の 実施例 と して 紹 介 して い

る ｢ リ クサ ン プル ク国の 耕地区画改良の 事業｣ を ｢ 実見｣

し , ｢ 区画 改良 に規模 の 備 は りた る は勿論 特に 記憶す べ

き は 区画 改良の 事業 中に用水, 排水, 耕作路 の 改良及星

散地交換 の こ と を含 み た る こ と是 な り｡ 且 評価人等 の 法

も備｣ わ っ て い る こ と を知 り, こ の 知見 に基 づ い て 『耕

地 区画改 良方按』 を私 家版 と して 出版 し た
｡

そ の 中 で

｢ 耕地 区画改良 の 目的は 其主 た る 区画改良 に伴 ふ て 用水

の 濯概悪水 の 排水 の 排除耕作路 の 改良及星散所有地の 交

換す る に 在り｣ と して い る
｡

明治 2 0 年 1 月 の 帰 国後, 耕地整 理 の 紹介 と普 及に つ

とめ た樋 田 は
, 帰国直後の 執筆 と思 わ れ る 『農業振興策』



3 4 石 井 敦

の 第 3 編計画方法の 中で
,

欧州の 耕地整理 の 中核 で あ る

耕地 の 集 団化や 交換分合 に つ い て
,
｢耕地 の 区画及耕 作

路改良の 事｣ と ｢ 交互 錯雑の 私有地交換の 事｣ の 章 で 言

及 して い る
｡

ま た
,

さ らに 欧州で も耕地整理 の さ い に必

要 に応 じて 行わ れ る こ との あ る耕地排 水や潅概 に つ い て

ち, ｢ 耕地排水の 事｣ ｢ 耕地 濯概の 事｣ の 章 を設 け て 言 及

して い る ｡

こ の よう に 樋田 は , 欧州で主 流の 分散錯 囲の 集 団化 を

強調 した が , 濯概 排水 を も含め て ｢耕地 区画改 良｣ と 呼

ん で 推奨 して い る ｡

2) 平岸政太郎 『土地改 良論』 有 隣堂 ( 明治 22 年 2 月)

有隣堂勧農業書 の 一 巻と して 出版さ れ た こ の 著書 は
,

書名 に ｢ 土 地改良｣ とあ る が, 水田 の 畦区の 中の 濯概 や

排水 と土壌 改良に つ い て解説 した もの で あ っ て ,
そ の 後

の 土 地改良 とい う 用語 の 定義 とは 異な っ て い る ｡

こ の よ う な 土地 改良と い う用語 の 使 い 方 は, 同 じ勧農

業書の 毛利正 雄著 『肥料要論』 に 付さ れ た土 地改 良論 で

も同 じで
,

お お む ね土壌 改良を意 味 して い る
｡

当時の 土

壌 ･ 作物関係者 は t 土地 改良 とい う用語 に土 壌改 良と い

う 意味を持 た せ て 用い て い た もの と推 察さ れ る
｡

3) 稲垣乙 丙 『農業土木』 大 日本実業学会蔵版 ( 明治 30

年 9 月緒言執筆) , 『土地 改良論』 興文社 (明治 33 年

8 月)

入手 した 文献の 中で は
,

稲 垣 の 『農業土木』 が ｢農業

土木｣ とい う 用語 を最 初に用 い て い る｡ 冒頭 の 緒言 で
,

大日 本実業学会か ら
, 従来 な か っ た ｢ 測量｣ と ｢ 土 地 改

良｣ を ｢ 農業土木｣ と い う ｢名題 の 下｣ に , 新設 さ れ た

高等農科 で講 ぜ よ と依頼 さ れ た と し, ｢ 測量 の 学 は寧 ろ

農科の 範囲外に 属 せ り
,

しか も こ れ を学 ばず ん ば以 て土

地 改良の 方 法を行 ふ こ と能 はす｣ と考 え た の で 引き受 け

た と述 べ て い る
｡ 構成 は

, 第 1 編 測量, 第 2 編土 地改良

で
,

土 地改良編 は
, 濯概, 排 水, 其他の 土地改良,

の 3

葺 か らな る
｡ 濯概 の 章 で は

, 目的 ･ 効果 ･ 方法 ･ 水質 ･

水量に つ い て詳述 し
,

つ づ い て水源 と水路 に も簡単 に触

れ て い る｡ ｢其他 の 土 地 改良｣ で は
, 耕転, 客土 と焼土 ,

休 閑植樹及 び沈泥等 に つ い て 解説 して い る
｡

ま た
, 『土 地改良 論』 は 『農 業土 木』 の 中か ら測量編

を 除い た土地 改良編 を書き増 した もの と みて よ い ｡ 前著

の 土 地改良編 の 第 3 章 の 各節 を章 に格上 げして 6 章構成

に した もの に, 新 た に 第 7 章 と して ｢ 田区改正｣ を加 え

て い る｡ 本書 の 出版年 は耕地整理法が 施行 され た ま さ に

そ の 年 だ っ た が
,

よ りよく知 ら れ て い た石川 式 の ｢ 田 区

改正｣ と い う用語 を用 い た の だ ろう ｡

こ の 書 に至 っ て
, ｢ 土地改良｣ とい う 用語 は

, 濯概排

水 と 区画整理 を含 む もの と な っ た と み て よ い
｡

そ して
,

こ う した ｢土 地改良｣ に 測量 を加え た もの が ｢ 農業土木｣

だ っ た の で あ る｡

4) 木下弥八 郎編纂 『農業土木教 科書』 株式会 社普及舎

( 明治 36 年 4 月)

甲種農学校 の 教科書 と して 編述 され た本書 は, 農業土

木学 と して は ｢ 治水 ･ 開墾 ･ 新 田築造等 も論 じ る べ き だ

が
, 通常, 必要性 が 少な い の で 省略 し｣ か つ

, ｢ 専 ら仏

独 2 国に お け る農業土 木上 の 研究成績 に拠｣ っ た と , 冒

頭 の ｢ 凡例｣ で述 べ て い る
｡

そ の 構成 は
, 潅概論 ･ 排水論 ･ 水路 ･ 器械揚水 ･ 道路 ･

耕地整理論 ･ 土工 ･ 農具 の 8 編 で
, 稲垣 の 土地改良 に ポ

ン プ と農具 に関す る記述 を加 え
, 測量 を除 い た もの が 木

下 の 農業土木 と な っ て い る｡

5) 鈴木散策 『農業土木学』 博文館 (明治 42 年 3 月)

鈴木敬策 は北海道余市 の 出身 で, 札幌農学校で 農業経

済 を専攻 し た｡ 学生時代 ｢ 当時既 に 農業土木 の 著大 な る

効果 を脳裏 に 印｣ し
,

土 木 は 『専攻外 の 学問』 だ が と謙

遜 しな が ら
,

こ の よ う な大著 を も の し た
｡

内容 は
, 総論 ･ 排水 ･ 潅概 ･ 水利 ･ 機械揚水 ･ 道路 ･

耕地整理 の 7 章 で 構成 さ れ て お り
, 梅 田安治教授 の 本書

解題 に よ る と
, 北海道 で ｢ 農業 を起 こ さん と欲せ ば, 刺

量及農業土 木 の 二 学科 を修得 し
, 新開地 の 測量道路排水

濯概の 設置等に 従事せ ざるを得ず｣ と当時の 意見書に あ っ

た と の こ と で
, 北海道 の 地域 的特性 を反映 し て

, 濯概排

水 の 順序 を逆転 させ た り, 暗渠排水 を詳述す る と い っ た

工 夫を加え て い る｡ しか し
, 農業土木 の 用語法 と して は

,

稲垣 の 土 地改良 に機械揚水 を加 え た程度の 拡大が あ る の

み で, 前記の 木下 の 農業土木 と お おむ ね 同じもの とな っ

て い る ｡

な お , 耕地整理法 と施行規則 を付録 に つ け るな ど, 釈

地整理 に つ い て 詳述 され て い る点が 目 に つ き, 当時の 北

海道 にお け る耕地整理事業 へ の 関心 の 高 さが う か が え る
｡

6) 上野英 三 郎 ･ 有働良 夫 『土地改良論』 博文館 (明治

35 年 3 月)

前記の 稲垣 の 同名の 著書 と ほぼ 同時期の もの だ が
, 稲

垣 と違 っ て 濯概 と排水の 2 編 に 限定 して 記述 して い て
,

区画整理 ( 田区改正) に つ い て の 記述が な い
｡ 上 野 ら に
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と っ て 土地改良 と は土 地生 産性を 向上 させ る漕概排水の

こ とで
, 労働生 産性向上 の た め の 区画整理 は 別の もの と

さ れ た の だ ろう
｡

な お , 潅概に つ い て は
, 器械潅概 とい

う タ イ ト ル の 章で , 揚水器械に つ い て や や 詳 しく 触れ て

い る
｡

7) 上野英 三 郎 『農用工 学教 科書農業 土木編』 (明治 36

年 3 月) ,
『農業土木教科書』 出版社 (明治 37 年 4 月) ,

『改訂農業 土木教科書』 (大正 4 年) ,
『耕地整理 講義』

成美堂書店(明治 38 年1 月)

近代耕地整理 の 始祖 と も呼 ばれ る上 野 は
,

そ の 主 著 で

あ る 『耕地整理講義』 出版 の 前後 に
,

い く つ か の 教科書

を出版 して い る
｡
『農用工 学教科書農 業土 木編』 で は

,

農業土 木を ｢農用工学｣ の
一

環 と位置づ け, 濯概 ･ 排水 ･

耕地整理 に器械的揚水 と道路を 加え
, 河川

･ 水理
･ 土 工 ･

水路 に関す る簡単な 紹介を 付 けて い る｡ 続 い て 出版さ れ

た 『農業土 木教科書』 は , 用語を 多少変え た 程度で 大き

な 変更は な い
｡ 水路の 横断面 ･ 縦断面 ･ 方向を 断面 ･ 勾

配 ･ 曲度に , 川を 河に , 配 水溝 ･ 濯概私溝を 濯概支溝 ･

濯概 小満, 潅水組織 を濯概 組織 に 変え た り, 暗渠排水 の

章の 中身 を 若干 修正 した り, 沈 泥法 の 章 を省い た り した

程度 で あ る｡ 改訂版 の 『改 訂農 業土木教 科書』 も
,

器械

を機械 に書 き 改め た 程度 で, 大 き な変更 は して い な い
｡

以上 を見 る に
,

上 野 は先 の 有働 と の 共著 で 示 した土 地

改 良( 主 と して 濯概排水) に 耕地整 理 を加 え た もの を農

業土 木 と して い た と言 え る
｡

な お , 主著 『耕地整理 講義』 で は
, 第 7 編耕地整理 余

論 で 貯水池 や器械揚水 (器械 の ま ま で 機械 と直 して い な

い) に 説 き及ん で い る ｡ 本書の 出版年 に 耕地整理法が 改

正 され て 濯概排水が 含 まれ る よう に な っ た こ とが 執筆時

に 反映 し, 余論 と して とり こ まれ た の か も しれ な い
｡ そ

の 後, 本稿 2 章で 述 べ た よう に耕地整理 法 に よ る事業の

範囲 は開墾や 干拓 にま で 拡大す るの だ が ,
こ の 主著で は

ま だ そ こ ま で 拡大 して い な い
｡

8 ) 横井時敬 『経済側 の耕 地整理』 成美堂 (大正 10 年 4

月)

本書 冒頭で 横井は ｢耕地整 理 の 起 こ れ る 当時は
, 田 畑

の 分合交換,
畦畔撤去 を も っ て

, 之 が主 な る 目的な りと

心 得 た る が故 に｣ 耕地整理 が ｢ 耕地 を整 理 す る の 意｣ に

解釈 さ れ た が
, ｢ 今 日の 耕地整 理 は 土 地 改良 とい ふ こ と

を主 とす る こ と と な り｣ と して
, 耕地整理 の 内容 を土地

改良 と 合致す る もの と して い る｡ さ ら に
,

｢ 耕地整理 は

或 る特定の 意義の 下に 於て 行う 所の 土 地改良之 な り
｡ 更

に 詳 しく云 え ば , 耕地整 理 法な る 国家の 法律 の 下 に あ り

て 之が 規定に 従う て 行う所 の 土地 改良な り｣ と して
, 耕

地整 理 を土地 改良の
一

部 と み な して い る
｡

ま た
,

土地 改良 の う ち 土地生産性 を向上 さ せ る濯概排

水 や 客土 等 (広義 の 土 地改良 で は 開墾, 干拓 ･ 埋立 を含

む) を ｢ 生 産 的改良｣ , 労 働生 産性 を 向上 さ せ る区画改

良 や散地 の 集 団化等 を ｢ 経済 的改良｣ と し た｡ さ ら に
,

本来の 土 地改良 は ｢ 改良効果 の 永遠に 捗る もの ｣ で あ り,

施肥 や耕転等 の 効果が
一

時 に と ど ま る ｢ 土 壌改良｣ と は

異 な る もの と し た
｡

9) 有働 良夫 『耕地整理 と土地改良』 日本 評論社 (昭和 8

年 6 月)

有働良夫 は農商務省耕地整理課長 ･ 開墾課長 ･ 耕地 課

長を 歴任 して お り, 耕地整理事業 に 熟達 して い た
｡ 退 官

直後 に出版 され た 本書の タ イ トル は , 急務で あ る農村 救

済を 目指す ｢ 特殊な る 農業土木の 技術的知識を 要 し, 又

繁雑な る 事務上 の 知識 を要 す る｣ 事業 と して 耕地整理 法

に 依 る耕地整理事業,
す な わ ち ｢ 区画整理 ･ 開墾 ･ 埋立 ･

干拓 ･ 地 目変換其 の 他 の 事項 を も包含 す る｣ 事業 の ほ か

に ｢耕地整理法 に依 ら ざ る事業 もあ る を以 て｣ ,
｢ 其 の 他

の 土 地 改良事業 を加 え た｣ こ と に 由来 す る
｡

こ の 耕地整

理 と土 地改良 の 使 い 分 け は
, 前記 の 横井 『経済側 の 土地

改良』 と 同様 で あ る
｡

1 0) 赤井義朗 『土地改良』 彰考書院 (昭和 20 年 2 月)

著者 の 赤井 は当時, 農 政局耕地課 の 技師 だ っ た
｡ ｢ 土

地改良 の 対象 と して 採り上 げられ て い る主 なもの は, 耕

地 に 対す る濯概施設の 整備改善, 排水 の 改良, 暗渠排水,

客土 , 床締, 区画整理等既耕地 に 対す る整備改善の ほ か

尚広 い 意味の 土 地改良 と して は 開墾, 開 田, 干拓等, 未

墾地の 開発も包含 して 居 る｣ が ｢ 本書 に於て は
一 応狭義

の 土 地改良, 即 ち既耕地 の 改良整備に 就い て 述 べ｣ て い

る
｡ 濯概 ･ 排水 ･ 暗渠排 水 ･ 揚水機 ･ 床締 ･ 客土 ･ 耕地

区画整理 と章を 立 て て お り
,

土 地改良は 潅概排 水と 開墾

干拓 と耕 地区画整理 を含 む と して い て
, 横井 『経済側 の

土地 改良』 の ｢ 狭義 の 土 地改 良｣ と 同 じ用語法 で あ る
｡

l l) 田 中貞次 『農業土木学』 西 ヶ 原刊行会 (昭和 4 年 4

月)

初代 の 上 野英三 郎 の 亡き あ と東京帝 国大学数授 と な っ

た 田 中が 著 した教科書で あ る
｡ 横井の 言 う ｢ 生産的改良｣

す な わ ち濯概排水 に開墾干拓 を加 え た もの を ｢ 狭義の 農
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業 土木学｣ と し
,
｢ 経済 的改良｣ に あ た る 耕地の 区画整

理 等を ｢耕地整理学｣ と して
,

こ れ らを合 わ せ て広義 の

農業土 木学 と した
｡

ま た
, 農 業水利学 を ｢狭義 の 農 業土木学 中の 主要 な部

分 で あ っ て
, 主 と して濯概排水 に 関す る理論 を攻究 す る

学科｣ と して 農業 土木 の 中に 含め て い る の に対 し
,

土地

改良学に つ い て は ｢狭義 の 農業土 木学 と相似 て居 る け れ

ども
,

其研 究の 範 囲は既墾地 の 上 に 限 られ, 尚ほ施肥,

焼 土
,

休閑等の 土 地 の 化学 的改良の 方面 をも包含 す る点

を 異に する｣ と述 べ て お り, 農業 土木 と土 地改良 と は重

な る と こ ろ は あ る が別 の もの と した
｡

1 2) 田 中貞次 『濯概排水』 ア ル ス ( 昭和 13 年 7 月)

本 書は戦前著名 な 出版社 だ っ た ア ル ス の 土 木工 学大講

座 の
一

冊に加 え ら れ
,

当時唯 一 の 農業土木 の 概論 と して

ベ ス トセ ラ ー に な っ た
｡ 実質 的に は 後の 東大教授 山崎不

二 夫の 著作 と 噂さ れ て い た こ の 書 は
, 書名 の 範 囲を越 え

て
, 濯概排 水に加 え て海面干拓 に もか な りの 頁 をさ い て

い る ｡

1 3) 牧隆泰 『農業土 木学通論』 西 ヶ原 刊行会 ( 昭和 13

年 6 月) , 『新編農 業土木学』 西 ヶ 原刊行会 ( 昭和 17

年 7 月)

牧 の 『通論』 は, 大正 年 間の 開墾助成法 や用排水幹線

改良事業に よ る農業土 木分野 の 事業拡大 を反 映 して そ の

関係 章の ウ ェ イ トは大 きく な っ て い る もの の
, 田 中の 農

業 土 木 と対 象範囲は基本 的に は変 わ っ て い な い
｡

ま た
,
『新編』 も ｢ 著者 の 講義資料 の 一 部 を取り入 れ

た る た め初 学の 人 に は難解 の 部分 が包含せ ら れ て い る｣

し , 『通論』 の 章節の 順序 な どを多少変更 して い るが ,

説 き 及ぶ範 囲は ほ と ん ど変 わ っ て い な い
｡

1 4) 溝 口三 郎 『開拓論』 雄鶏社 (昭和 23 年 9 月) , 『海

瀬 排水』 雄鶏社 ( 昭和 24 年 3 月) ,
『土地改 良』 雄鶏

社 ( 昭和 24 年 4 月)

こ の 三 部作 は
, 農林省 で 当時の 農業土 木技術者 の ト ッ

プ で あ っ た溝 口が 当時 の 部下 を総動員 して 作 っ た もの で

あ る｡

『土 地改良』 の 第 一 篇土 地改良論 で は土 地改良 を ｢ 耕

地整理法第 一

条第 一

号 に列挙す る各事業, す な わ ち土地

の 交換分合, 区画形質の 変更, 道路, 水路, 堤塘, 溜池,

そ の 他 の 濯概排水 に 関す る耕作物 の 新設改良及 び開墾,

地 目変更, 水面 の 埋立 , 干拓等 の 各事業 を行う を い う｣

と して い る
｡

しか し , そ の 後 の 主要 な土 地改良事業 の
-

つ と な る大規模 な濯概排水事業 に つ い て は
, 前記 の よ う

に実 態と して は耕地整理 事業 よ り も用排水幹線改良事業

で行 わ れ て お り, 記述す べ き 内容 も多 い こ と か ら本書 に

は含 ま れず, 別書 『濯概排水』 で詳述 さ れ た
｡

な お , 『潅概排 水』 に は ｢ 田 沢湖藷水計画 の 理 論 と実

際｣ が
,
『開拓論』 に は ｢安 積読水略史｣ が 付録 と し て

つ け ら れ て い る ｡

1 5) 土地改良法 (昭和 24 年)

戦 後,
｢ 開拓法｣ や ｢ 農地 改良法｣ な ど の 案 が 模索 さ

れ た が
, 最終的 に は 昭和 2 4 年 6 月 に ｢ 土地改 良法｣ が

制定 ･ 施行 さ れ
, 耕地整理 組合 ･ 北海道土 功組合 ･ 普通

水利組合 が土 地改良 区 へ 組織変更 さ れ る こ と に な っ た｡

｢土地改良法｣ で は法 に基 づ く土地改良事業 と して,

潅概排水施設 ･ 農業用道路 と 区画整理 と開墾干拓 ･ 交換

分合等 を挙 げ て い る
｡

ほ ぼ 同 じ時期 に発行 され た前記 の

溝口 の 著作 で は三 部 に分 か れ て い た もの が
,

こ の 法律施

行以後, 土地改良事業 と い う
一

つ の もの に ま と め ら れ
,

土 地改良 が農業土木事業 の す べ て を覆う 意味で 使 わ れ る

よ う に な っ た の で あ る｡

た だ し
, 農業土 木事業 に つ い て は, 現在で は農林水産

省や都道府県 の 農業土 木技術者 が行う 事業で も, 行政制

度上 は土地改良事業 に は含 ま れ な い 集落排水事業 の よう

な事業 が あ っ て
,

こ れ ら も含 め て農業土木事業 と呼ぶ よ

う な通念 が あ る
｡

ま た
, 大学 な ど で は

,
土 地改良 と は農

林水産省 な どが 実施す る事業分野名称 で あ っ て , 基礎学

で あ る土 壌物理 学 な ど を含 め た総体 が農業土木学 だ と理

解す る 向き もあ る｡

5
.

おわ り に

日本 の 耕地整理 は, 水 田 中心 の 日本の 農地 に欧州 の 畑

の 区画整理 ･ 集団化事業 を導入 し て始 め られ たが
, 当初

の 目的の 分散農地 の 集団化や 区画整形化 だ けで は
, 事業

は進 まず
,

そ の 後
,

実状 に合う よう に 潅概排水, 開墾 ･

地 目転換, 干拓 ･ 埋立 が 加わ っ た ｡ しか し
, 耕地整理事

法 お よ び耕地整理事業で は こ れ ら は ま と ま り き らず , 別

事業 が組 まれ て 濯概排水事業等 は分か れ て ゆ き, 戦後の

土地改良事業 に 至 っ て
一

つ に ま と め られ た
｡ 以上 を 耕地

整理 事業 の 内容や
,

土 地改良や 農業土 木 とい っ た 耕地整

理 の 類縁語の 含意の 変遷か ら論述 し た｡

な お ,
土 地改良法 の 名称 と採用 され た ｢ 土 地改良｣ と

い う用語 は
, 明治時代以前 に は あ ま り見か けな い 用語 で
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あ る
｡
｢ 土 地改 良｣ と い う 用語 が 明治時代 に 使わ れ た の

は
, 当時, 関係者 が訪欧 し た独仏 な ど で , 散在農地の 集

団化 を主 要 な目的 とす る区画整理 と な ら び, 排水潅概 な

ど に よ る耕地改良 を指す 述語が 使 われ て い た の で (例え

ば
, 独語 で い え ば M e li o r a ti o n sl e h r e)

2 9)

,
こ れ を 土 地 改

良 と翻訳 して 用 い 始め た の で はな い だ ろう か
｡

和文要 約

戦 後, 日 本で は , 農地 や 濯概排 水用の 水路, 道路等 の

農地 基盤 は ｢土 地 改良事業｣ に よ っ て 整 備さ れ て き た
｡

こ の 事業 の 前身 は 明治時代 に 制度化 さ れ た ｢耕地整理 事

業｣ で , 欧州 の 農地集団化事業 の 仕組 み を輸入 した もの

だ っ た
｡

当初, 耕地整理 事業 は農地 の 集 団化 に よ る労働

生産性の 向上 を主 た る目的 と し て い たが
,

そ の 後, 濯概

排水施設の 整備 に よ る土地生産性の 向上 や 農地開発等 へ

とそ の 目 的を変 え て い っ た
｡ 本稿 で は 1) ｢ 耕地整理 事

業｣ が ｢ 土 地改良事業｣ へ と変容 ･ 成立 し た過程,
2)

明治期に お ける 欧州か ら日 本 へ の 耕地整理 方式の 技術移

転 に 関す る エ ピ ソ ー ドの 真偽,
3) ｢ 土 地改良｣ ｢ 耕地整

理｣ 等 の 用語 の 含意 や相 互 関係 の 変遷 に つ い て 明ら か に

した
｡
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