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わ が 国 に お け る 水 田 犁 耕 の 発 展 経 過

1 ． と く に 明 治 前 半 期 に お け る 九 州 の 実 態

九 州 に お け る近世代 の 稲作技 術史 （第50報）

嵐 嘉

　明治期 に顕著 な発展 を見せ た わ が 国に お け る畜力 に よ

る 水 閏 の 犁耕技術は恰か も戦後 の 自働耕耘機の め ざ ま し

い 進展 に も比 ぶ べ きもの で
， 近代に お け る 水稲栽培技 術

の 進 展 上特筆 され るべ き もの と 思われ る 。 わが 国 の 犁は

もと もと大陸 ・半島方面か ら導入 されたもの とい われ ，

恐 ら くそ れ の 導 入 の 最 も早い 地 方 の
一

つ と考 え られ る 北

九 州で は ， 明治期以前よ りす で に 犁耕が 盛 んで あ り，明

治初年 に は そ れの 改良型 と もい うべ きもの が す で に
一一

部

に用 い ら れ て い た。こ の よ うに ，全 国 に さ きが け て 進展

を見せ た北九州 にお ける 進歩的な水田犁耕技術は 早 くも

明治前半期 にわ が 国の 各地方か ら注視 され，そ れ らか ら

の 要請 に よ っ て 農 業 教 師
一

また は，馬耕教師 と も呼 ば れ

た一の 現 地 派遣指導 と い う形で ，全 国的 に も大 き な影響

を及 ぼ した もの と され て い る 。

　わ が 国 に お け る 犁並 び に 犁耕 の 発達経過 に 関 して は ，

すで に 森
O ，清水

2＞3）
， そ の 他農機具研究権威者 に よ っ て

立派 な業績 が 示 され て い る が，著者はそ れらの 業績を有

力 な参考 と し なが ら，い くらか角度を変 え，で きる だ け

作物栽培生 態の 立 場 か ら 木 問題 を 考 え て 見 る こ と と し

た。こ の うち，北九州 （筑前 ・筑後
・肥 後な ど） で の 幕

末 ない し明治前期 に お け る 犁耕の 実態 の 把握が と くに 大

切で あ る と思 わ れ る の で ，本報で は そ こ に 焦 点 を当 て る

こ と と し，そ れ 以外の 時期の 分 に つ い て は 簡略 に 取扱 っ

た。

　 本研究 は既往の 諸文献記録 を主 と し， それ に い く らか

著者の 現地調査結果を加 え た が ， 集 め られ た資料 は まだ

充分 で は な く，さ ら に，こ の 研究 は今後全 匡版 的の もの

に 発展 させ た い 意図 もあ る の で ，こ こ で は予報的の 形で

発表す る 。

　 な お ，水頃整 地 とい う立 場か らは，実際 の 犁耕方法 や

代掻 な ど の 問 題 に も当 然触れ ね ば な ら ない が，こ れらの

点 は資料 の 整備 さ れた あ とで 詳述 した い 。

　 こ の 研究 を進 め る に 当 っ て は ， 多 くの 方 々 か ら ご助言

を頂 い た が，と くに こ の 方面 に 実 地 的 な ご造詣 の 深い 九

州大学 農学部教官古賀茂男氏 には 貴重 な ご教示を頂 き，

また佐賀県の 分 につ い て は佐賀農試宮島昭二 郎技師の こ

高配 を得た の で ，こ こ に 厚 くお 礼 を 申上 げ る。

調 査 結 果 及 び 考 察

1． 水 田 耕起 法 の 類 別

　九 州地方 で は幕末ない し明治初期 に は概 ね 次の 4 型 の

耕起法 が 見 られ た。す な わ ち，水 田 の 乾湿別 に 見 て ，

a ，低湿 田一と く に深 田 が主
一

で の 人力耕 （用具 は鍬 ，

鋤
一
鋤 は本報で は と くに 犁と区別 して 用 うが ， 既往 の文

献で 犁 と混 用 され て い る と思 わ れ る 場合鋤 （犁） と記し

た）， b ．低湿 田 で の 家畜 の 脚 に よ る 蹄耕，　 c ．半湿田

（い く らか 湿田 を含む） ない し乾田に お け る牛耕 （長床

犁 が主 体）， d．乾田 に お け る 馬 耕 （無床 ない し短 床犁

が主 体）をあげる こ とが で きよ う。

　 こ の 中 ， 人 力耕 は低湿 田 の と くに 多か っ た当時で は 相

当の 面積 に お よ び備中鍬な どが 主 に 用い ら れ，また，傾

斜地そ の 他 の 畜力耕 を適用 し難い 狭小 な 田 圃で も行 な わ

れ た 。 熱帯地がの 水田 に多い 蹄耕は九 州で はすで に あま

り多 くの 事例を見ない が，種子島 （幕宋まで ），大島 ・

沖繩諸島 （明治末 まで ） に 見 られ ， 種子島で は 「放踏」

（ホ イ トー）， 大 島で は 11ふ ん ごみ」 と呼ばれた 。 こ れ

は土 をや わ ら げる の と床固 め を兼 ね た もの で あ っ た。種

子島で は こ れ に 馬を用 い た。畜力耕で は 牛耕の 場合 は 半

湿田 の 範囲に ま で 適用 され，畜力耕が盛ん に な る とか な

りの 湿 田 に まで 進出 し，牛 の 腹 が ⊥面 に触れ る ほ どの 場

合 さ え あ っ た とい わ れ る。こ れに 対 し，馬 は そ の 体質的

特徴 か ら 湿 田 に は 向か ず，乾田 の み が対象 と され た の

で ， 湿 田 地 帯で 馬耕 を導入せ ん とす る場合 は ま ず乾田化

が 必 須の 前 提 と な っ た の で あ る。

　 本 田 の 耕起方法 に は平面耕 と畦 立 耕 とが あ っ た。前者

は主に 1毛作田で 行 な わ れ ， 鍬か 長床 犁か に よる場合 が

多か っ た 。 後者 は 2 毛 作 田 に 行 な わ れ，犁の 改良 進 歩 と
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 e
と もに そ の 割合 が 増加 し，さ ら に

・一
層の 深耕 を め ざ して

2 段耕法 へ と進 ん だ。「瑁治初年，犁耕先進地 の 福岡地方

で の 主 な 耕 起 法 は 「ム カ デ （蜈蚣）割」 と 「マ ハ リ （回

旋）犁法」で あ っ た 4）
。 前者 は 畦 立 耕 に該 当 し， 「抱持
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立 」な ど の 無床犁 を用い ， 「m づ 哇の 中 央 に 当 りた る処

を鋤 （犁） き分け次 に ね り返 し と て再 び其 両方よ り鋤戻

し因て 以て 硅 とな」した が ， そ の 觀数は十廸 に よ っ て
．一・

定せ ず 3 〜 7 に 及 ん だ が ，
5 躯 ぐらい D 喜通 で あ っ た

「
°）

。

後者 の 回旋 劉 法 は恐 ら く］瓩耕で あっ た と思 う。 内 ま わ

りと外まわり耕法 が あ っ た 。 こ の 訓起法 は ず っ と後 fま

で 長崎県 の 五 島その 他で 田畑 と も に 長 ら く残 存 した 。

　 なお ， こ の 梨耕の 問遺 は単 に 稲作の 易面 ぼ カ〉 りで は な

く，さ ら に裏作 の 整地成1睫 との 関 浬 を も と くに 霞視す る

必 要 が あ る。北九 州に お け る 進歩した 犁耕 とい え ば，こ

れ ら衣裏両作 に対す る 整地 法 と して の
一

連 的 な考 え を拝

たね ば な らな い と思 う。か つ て 1　 fiの 行 な っ た 九 州 に お

け る 水 田 裏 作麦 の 撃 地作畦法の 変運調査
6） に よ る と ， 取

も初期 の 段階で は恐 ら くと くに 排水良好 な 田 を逡 ん で 平

面耕 に よ っ て，鍬 に よ る 作条 切か ，また は稀 に は 全 面 パ

ラ 播が 行 な わ れ た の が ， 裏作 の 拡羨 に つ れて 同 じ／1：面馴

で も適宜 の 間隔 に排水溝 が 設けられ，あとは人力ガーE体
で ，溝の 間隔が 漸次 つ ま っ て 畦形 をな す よ うに な り，そ

れ に 横条 （掻 雁岐）式 の 作条 が と られ る よ うに な っ た 。

そ の 後，犁 の 改良に よ り， 眠立耕 に よ る 成 畦が 行なわれ

出 して 縦条式の 作条 に 変 り，そ れ が 般 的形式 と な っ た

も の と考 え られ る。麦 田 と し て の tg　L7 は上 記 に相応 じて ，

始 め は主 に 人力耕ない し艮床犁 に よ る平而耕 が 多か っ た

の が，漸次詣率的な 畦 立 耕が と られ る よ うに なり，そ の

場合，そ れ に好適 した抱侍立 犁，また は 弾 床系 の 犁が 原

則的に は 嚆に よ っ て 操作 され る ように なっ た。

　な お ，少 し く余 談 に は な る が ， 低湿 田 地方 に お い て も

農業 の 集約な 地 方 の 中に は ， 裏作 の た め の 成畦が 人力に

よ る積畦法 に よ っ て なされた処 もあ っ た。こ うした事例

は 簸川 vigV並 び に 木 胃川 下流地 帯 な ど全 国的 に有 名 で あ

る が，九 州 で は佐買県杵島郡白石 地方 に 比 汝的近年 まで

広 く烈 め られ ， 藩政期で は か か る 「か らみ 田」 は少 な

くと も元禄時代 か ら長崎県凍 早 平野 で も行 な わ れ て い

た 7〕。

2． 人力耕，牛 馬 耕の 分 布 の 地 域差 と その 動き

　 1）藩政期　只体的な 牛馬 紅「に つ い て 述 べ られ た もの

は あ ま り多 くは な い 。 筑前で は 旨首民 草書 」
a 〕

（1795）で

は 畜 力 耕そ の もの に つ い て の 記哉 は ない が，　「四月 （旧

暦） に 田 を藕す ・・・…− R −・
人 の 仕 Fは壱反に 二 人

一・
「と

の k め あ り……」 とい うこ とか ら 恐 ら く牛 が 水田 の 耕起

に 用い られ た こ とが 推定 され る 。 「九州 衣虫レ」ぶ聞合

記」
9〕
（1840） で は 北九州 の 旅行 記 と して ／

卩
「1領 ， 小倉領，

柳 河 頁及 び 熊本領 （熊本県北半）で 牛馬 に よ るf；耕の 行

なわ れ て い た こ とが 記 され て い る 。 佐賀県 で は ．1
−’
L
「
の

資料中 に 玄海沿 い の 浜崎で の 記事 が 見られ て おり，佐賀

郡東南 ∴1≦ （1857）1°）
で も鋤 （3−！）や 作馬 の こ とが 書 か

れ， 馬耕 の あ っ た こ とが わ か る 。 長崎県で は 「老農類

　 」
11 ）

（1721） rrlに 文」馬で ！よ 牛 に よ っ て 水田犁耕が行 な

われて い た こ とガ 己され て い る が，　同島中で 佐護郷で

、は d 下 田で は 1耕が行 な わ れ て い た の に対 し， 上 田で

は鍬 で 3 回返 しが行 な わ れ た 。 そ れ に 対 し
， 却　て 本土

の 彼杵地 が で は 「見聞集．」正2〕 （近 阯前期） に よ る と，
2

月または 3月か 广 徹耕 が な され，　「四 月頃 （旧暦） よ り　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　ロ
取 巾か し き を取 リ冂 二 入，中 しろ をす き，或者か き・・一

　「五 月 始 頃 よ りう ゑ しろ をすき田を拵 へ …」 とあ り，

　「郷村
”
Zi」12〕

（幕末） で は 農豕 の 農貝凋査 の 中 に耕起 用

具 と し て鍬 ・鋤 ・焉 把 を あ げ て い る の み で ある 。上 記 の

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　リ
　「す き」 を ど う解釈す る かに よる が ， 「うゑ しろ をす き」

とい うの は作」、L の 性質か ら 「犁 く」 とは考 え 薙 く，こ れ

を喜 力で 担代 を行 な う恵味 に解 して そ の 語法をその ま ま

中代 の し全 に も当て は め る とil力 に よ る代掻 の 場合 と も

見 られ， 「或 首 か き」 とい うの は 人力 に よ る 思合 で で も

あろ うか 。 ある い は。串代だ け は洩水防止 の 目的をもか

ね て 死
」
耕 をし た の か も知 れ ない が ， それ もど うもは っ き

りしない
。 また，耕作具巾の 鋤 の 用語が木来の 鋤を指す

の か ， ま た は型 の こ とを指すの か も不 明 で あ る 。 当地方

は 当時低湿田 が きわ め て 多か っ た こ とが 知 ら れ て お り，

また 「郷 村 記．」12） 中 の 未彼杵郡 に 当る 地方 （大村藩で 最

も f
”’

rmpの 進 ん で い た地方）で は馬が主で 牛を欠 く村々 の

方が 多 か っ た。こ うした こ と か ら 当地 で は い まだ 苗 力 補

が 殆 ん ど な か っ た もの と考 えて も喚 りない の で は な か ろ

うか 。 さ ら に ， 魂
1
骨地万 の 農耕を示す 「郷鏡」

7＞
（写本

の 年代 ： 1843）で は 1此 辺 の 田起 しは 皆鍬 にて 打起す事

な り， 他郷
一

著者 〜1ミ： 鍋尚密内を指す もの と思われ る
一

の ご と く馬 にて 鋤 （犁） こ とな し」 と し，看 し馬 を入 れ

る と地 面 を踏固 め 作物 の IL育が わ る くなる と し，　［末 々

逼 も成丈鍬 に て 深 く封起すや うに あ りた き崋 な り」 と述

べ て い る 。 前記の 刻丐の 「im 」の 例 もそ うで あ る が，

湿 田が J± 倒的に 多か っ た 肖 時の 長 ［μ」晁 下で は鍬 を使 う方

が 深 耕 がで き る とい う考 え方 が 強か っ た の で は なか ろ う

か。半島 に近 い 刈橋で は さすがに 犁はすで に存在して は

い たが 原始的の もの で あ っ た た め （「か ら す き」 と 呼 は

れ て い た ua）
）洩耕 しか で きな か っ た の で あ ろ う。 黛本県

で は城北地方の 中村手永
工4，

　（1856） の 諸村で 馬耕が 見 ら

れ，山寄 りの 数村 で は耕 起 に反 Xiりで 苗代で 0．5〜1頭，

本 田 で 2 頭，田 補 に ユ頭前後 を使 っ て い た。こ の 地 方 は

藩政期か ら犁 の 庠地 で も あ っ た 。 「肥後国耕作聞書」（18
40）中 に は犁 耕 の こ とは 現 わ れ て い ない 。 大分県 で は ま

だ 資料 を求 め 得 ない 。宮 崎 県 で も資料 は 乏 しい が ， 松

下 15｝に よ る と，小林郷 の r小林万 取 調帳」　（1868） の 中

に は ， 「牟田之場所鍬 ご 而拵…」 とあ っ て 湿 田 で は人力
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創が 行 な わ れ たが ， 「苗陳下地 鋤 拵 い た し 申レ』」の 鋤 が

犁 を指す か ど うか は 不明 と して も，志戸本家の 稲作日

誌
聯

（1853〜 70） で は僅かなが ら苗床，本田 と もに牛耕

が行なわ れた ら し い こ と が 見え て い る 。 な お ， 代掻 に 牛

が 使われた こ とは 明 らかで あ る 。 同氏 は 当時小林郷で は

一
農家当り平均家畜数 は牛馬合計で 4 頭強 （内訳 は馬 が

牛の 2 〜2，5倍）で，こ れは 単 に 糞畜 と して の み で は な

く，農業経営上相当な意味を持 っ て い た の で あろ うと し

て い る。鹿 児島県で は 原 F116＞に よ る と，幕末期 の 耕耘技

術段 階は一
部牛耕 ，

一
部入 耕 と し，そ れ に 水田の

一
部 が

馬に よ る 代掻 きが 行 なわ れ た程度 と見 たい と して い る 。

「農業法 」
16）

で は 「稲 ヲ 刈 レ バ 則チ 稲株 ヲ ス キ 起 シ 寒中

二 水 ヲ浸 シ 牛ニ テ耕 シ 春二 及 ン デ 亦耕 シ …
」 と記 し，

「成形図説」
17）

で は前編総目第
一

部農事部 の 処で は人耕

と牛耕 との 両図 を載 せ て お り，ま た， 1大抵犁 （カ ラ ス

キ） をもて 立 春 よ り耕 し始ル を
一

番打起 とい ふ……二 月

末 が た復耕 ス を三 番打 起 と い ふ 亦中犁 と もい ふ …」 と述

べ て い るが，こ の よ うな 牛耕が どの 程度の 範囲で な さ れ

て い た の で あろ うか。当時低湿田が きわ め て 多か っ ただ

け に 人力耕→ 直播 に つ なが る 部分が 多 く，谷 山 郷 の 名 越

家の 「耕作万之覚」
18）

（1865〜75） で もその こ とが 認 め

られ， さ らに 乾田で も人力耕に よ る 部分 が あ っ た よ う

だ 16＞
。 国分市 で ぽ韓国宇豆 峰神社の 予 祝行 事 （牛 ノ 砂 マ

キ と云 う・3月 9 日）で 牛面
一

元禄15年 の 銘が ある一
を

被 っ た神 官 が 「マ ン グ ワ 」　（馬鍬）を使 う代掻の 仕草 を

す る神事が 今で も伝 え られて い る
13〕。こ の 地方で は熊本

か ら馬耕の 導入 され る まで は殆 ん ど牛耕で あ っ た とい う。

南九 州 で は家畜 と して は 馬の 方 が 牛 に 優占 して い た が ，

実際の 農耕作業に は 牛の 方が 主 に 使われ て い た よ うで あ

る、種子島で は藩政期 に は馬 の 「放踏」 に よ る整地 と直

播 が 主体で あ っ た。大島で は 「大島竊覧」
19 ｝

（1805） に ょ

る と ， 「田地 ハ 九
一
卜月比耕 して 亦苗 を栽 る と き耕な り，

畊 に は 田打物 （タ フ チ モ ン） とい ふ鍬にて 畊也，植 る時

の 耕 し ハ 稀 に 牛耕馬耕 もあ り」 とあ tl　） 耕起 は人 耕で ，

代橿 に稀 に 牛馬を用い た程度 として い る 。

　 2） 明 治前期　まず ， 明治14年全 国 農談会
20）

に お け る

　
［
’
牛耕馬耕 ト入耕 トノ 得失」に つ い て の 九州関係蓍の 発

言 の 大要を第 1 表に要約 しよ う。こ の 会 の 発言 は 長崎 ，

宮崎 ， 鹿 児 島，沖 繩 各 県 か らは ない が ，こ れ は，恐 ら く

こ れ らの 県が 当時い ずれ も犁耕 に 関 して は後 進 地 方で あ

っ た こ と とも関係 して い る の で は な か ろ うか 。 こ の 中，

豊 前 （福 岡県 の 部分） で は 「近 来 ＝ 至 テ ハ 水 閏 ハ 悪 水 路

ヲ設 ケ テ 水 ヲ疏 シ 風 牛 ノ 腹 部 二 及 フ ノ 深 キ モ 勉 メ テ 牛耕

ヲ ナ ス 事 トナ レ リ」 との 記事 も見 られ，牛耕の 低湿 田 へ

の 進出が 見 られ て い る。佐 賀平野 で は古 くか ら馬耕が 発

達 し ， 単 に 乾 田 馬耕 と して だ けで は な く，荒 起 し灌 水後

11

第 ・ 表 韈雛鷸鑿霈撮霜
され た

県 　 国，郡 　 　牛 馬 人 耕 の 記 事

福　岡 　筑 　前　2 毛 田牛耕2／3， 馬 耕 ユ．／3

　　　　筑　後 　ほ とん ど馬 耕 ，2 又 柄 の 長 床 犁（H ）

　 　 　 　 　 　 　 　 の 図 あ り。

　　　　豊 　前 　牛 耕 が 主体，人 耕 は 僅 か に 深 田 の

　　　　　　　　み。企救郡 で は 1 毛田用 に 鋤 （ヘ ラ

　　　　　　　　付），
2 毛 田 用 に 小鋤 （モ ツ タ テ ）を

　　　　　　　　用 う。鋤 は （犁）。

佐　賀　佐　賀　郡 の 北半 の 山 辺 部 は 犁先 が平 向 と な

　　　　　　　　 っ た 有床犁系
＊

で ， 以 前 は牛 の み で

　　　　　　　　あ っ た の が 近年馬 も用 い られ る 。 南

　　　　　　　　半 の 平坦 部 は 犁先が 斜 側 立 し た 有 床

　　　　　　　　犁系
＊
で ，馬が 主 で，牛 は 馬 の 1／10

　 　 　 　 　 　 　 　 以 下。

熊 本 城 北 馬耕が 主 ， 薩摩馬 を用 う。 本県 で は

　　　　　　　　馬11万頭余の 中 8 万頭 の 牡馬 を 耕 事

　 　 　 　 　 　 　 　 に 用 う。

　　　　上 益 城　平 地 は 馬 耕 で，使 用 犁 は 無 床 犁 （曲

　　　　　　　　尿）系 。 山地 は 牛耕 で ， 使 用 犁 は有

　　　　　　　　床犁系，と もに ヘ ラ あ りQ

　　　　天 草 牛 と馬 とが 相 半ば 。

大 分 豊 後 平 地 は 馬耕，山地 は 牛耕 が 主 体，人

　　　　　　　　耕 は 沼 田，深 田 の み 。 本県 で は 牛 8

　　　　　　　　万頭，馬 4 万頭 。

　　　　 速 　見　牛耕 を 以 て 利 あ り と す る。長 床 犁

　　　　　　　　 （1） の 図 あ り。

（備考）
＊

佐賀 の 犁型 は 図が 簡単 な た め 明確 で は な い が ，

　　　 著者の 聞 取 に よ りは っ き りし た。

の 中代犁 きも馬で 行 な わ れた 。
こ の よ うな灌水後の 馬 に

よ る犁耕は 全国 的 に も珍 ら しい が，こ れ は ク リーク水田

の 洩 水 を防 ぐ意 味 が 含 まれ た。そ の 際，本 地 方 は 土 質 が

粘質 な 関係で 割合浅耕 され ， 耕盤 が し っ か りして い て 脚

を踏込 む こ とが少なか っ たので 馬 を用 うる こ とが で きた。

　次 に は ， 明 治21年 に 行 な わ れ た 「農 事調査 」
21 ）

の 結果

を第 2 表 に 示 そ う。 熊木 ・宮崎両県 の 分 は欠 に な っ て い

第 2 ．
表　 本 田 耕起 の 実 態

21L
明 治21年

県

福

佐

長

熊

大

宮

　　　 畜 　　力 　　耕
別 　 　

．一．
　　

’
　 　　

．
　 人 力耕　 2毛 作掌

　　　馬 　耕　　牛 　耕

岡

賀

崎

本

分

崎

7024

◎

90％

80

　 　 　 10％ 以下

LO　　　　 20

56　 　 　 　 20

20

鹿 　児 　島 　　　　20　　　　　　60　　　　　　20

　（備考 ） 福 岡 県 は 郡 別 資料か ら概算。

61％

6048

◎

57

少

34
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12

る e 本表で は人力耕水田割合が 福岡県以外 はい ずれも20

％ に な っ て い る 点 が，ち ょ っ と問題 で ，こ の 時期前後の

事情や 1 毛作田率 な どから眺 め る とや や 疑闘隗 しな けれ

ば な らな い 県が あ る よ うで あ る。そ の 意味で 長「畸・鹿兇

島両県な ど は恐 らく人力耕割合が も っ と高か っ た の で は

ある ま い か。さ ら に，こ れ の 郡別資料
21）

の 見 られ る 福岡

・大 分両県 につ い て は，福岡県で は 人 力耕が 深 田 や 山閲

部 に 残 っ た ほか は畜力耕割合が と くに 高く， 牛耕は 筑前

東部並 び に 豊前部
一

と くに 企救郡
一

に 多 く，馬耕 は筑後

全 域 が 殆 ん ど こ れ で ，筑前爾南部が こ れ に 次 い で 多か っ

た 。 大分県で は 人力耕割合は直 入，円田郡 に最高で，西

国東， 大 野両郡 お よ び下毛郡 ll［間部が こ れに 次 ぎ，そ の

反 面，速 見，大 分 ， 南海部郡 を始 め と しそ の 他 の 沿海部

で は 少 なか っ た 。 牛馬の 区別 は こ の 調査で は 明 らか で は

ない が，県全般 と して は 馬耕 の 方 が 多い と記 され て い る 。

後述 の 牛 馬 の 普及 状況か ら見 る と，山ilし馳 方で は
ノ

トの 比

率が 著 し く高い の で ， 馬耕は 沿海平坦地方の 方一と くに

豊前
一

に 比較的多 か っ たよ うだ 。

　 「田植 の 習俗．1i3〕調査 で は 背の 慣習 と して 記 され て い

る 中に は，年代的 に は 必 ず し も明 確 で は ない が ， 壱岐 ・

対馬で は牛耕 が，鹿児島県 国分 市で は牛耕 か ら馬耕 に 移

る状況が ， ま た 大島や与論島で も牛耕の こ とが 記 さ れて

い る 。 なお ，当時
一

般的 に い え る こ とは た とえ ば 1郡 に

つ い て 見 る と平坦地 は馬耕， 山問地 は 牛耕が 原則的 に 多

か った こ とで あ る 。

　 3） 明治 中期以降昭和初期まで 　 ；t述 の 水田 耕耘の 状

況 は そ の 後 の 乾 田馬耕 の 奨励 と改良犁 の 導 入 に よ っ て か

な りの 変化を示 し， 全 般的に は 田区改正 と乾田 化が 進 ん

だ た め 畜力耕割合が 高 ま り，また そ の 中で は焉耕割含が

い くらか 増加 し た （こ の 馬 耕 は 昭 和 期 に な っ て 飼育の 安

易な牛耕 へ の 動 き を見せ た が ）。 明治中期以降の 水田耕

起 の 状況 の 大要を第 3 衰に 示 し， 説明 は省略 して お こ う。

　 4） 明 治 前期に お ける牛馬の 分布状況　 こ ん どはい く

らか視角を か え て こ の 問題 か ら牛馬耕 の 分布 関 係 を 眺め

て 見よう。こ こ で は まず，各郡別 に 概ね明治24年 ご ろ の

農用牛馬 の 分布状況 を取上 げた が，そ の 概要 は第 1 図の

よ うで ある 。こ の 中で 長rll奇・熊木 曽 封崎 3 県 は統計の 関

　 　 　 ％

　團冒90以 上

戀三ii
％ 剛 35〜5G
　 匚〕20〜35

　 区］20以下

＠ 牛 淘

第 ・ 図 罐野
割合 魄 腱 幟 ユ覿 鴇

　　　　　　　　　　　 第 3 表 　本 田 耕 起 の 実 態 （明 治 「壬二1期 以 降 ）

・ ・ 濃轟 錯囃欝 鴇集 嵯 ：灘 ）
福　　岡　　　97％　　　　○ 　　　　打 起　　　　　　90％
佐 賀 　7g 　 O 　 （○ ） 　 90．52 期伯早 田 は 酒匡耕

＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 柏一島 腐区湿 日
’
ll・よノk 耕 　（8 ％ ）

＊＊

長　　崎　　　90　　（4】．％ ）O 　　（59％ ）キ］
『
起　　　　　90　　 内牛耕80％，馬耕／0％＊＊

熊　　本　　　99　　　 馬 耕　　牛 耕 又 は 鍬　　　　　99．5　　内 馬 耕 90％ ＊ ＊

大 　　分　　 92　 （60％ ）O 　　　 O 　　　　　　98　　 ほ とん ど牛 馬 耕 を 行 な う
＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 豊 前地 方 は 馬耕
＊＊

宮　　崎　　　90　　　 馬耕 　　　　鍬　　　　　　　90　　 東 臼粕昭首の
一部 は 牛 耕 ＊

鹿　り己　島　　　　　　81　　　　　　　　0 　　　　　　　0 （湿 日ヨeま銚ヒ）　　　95

大 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 　 　 　 　 9　 　 　 　 　 　 　 65

沖　　繩　　　　　　　　　○　　　　鍬 　　　　　　　55　　 牛 に 在 来 犁 を 牽 か し め，或 は 牛 の み に 田 中 を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 廻 歩せ し め膨 軟 均 平 せ し む もの あ b ＊

　　 （備考） ○ は 牛馬耕 を示 す。明治 44年 長 崎 ， 大分 の （％） は 2 毛 お よ び 1 毛 田 率。
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係で 全牛馬数 に よ っ た が ， 当時は都 市など の特別の 地方

を除い て は 農用牛馬 が主 体で あ っ たの で，以後 の 考察 に

は あ ま り支陣 が ない 。農 用牛 馬 の 用 途 と し て は ，遅搬，

整地 （耕耘 ・代掻）， 肥料源 な どで あ っ た と思われ る が ，

こ こ で は もちろ ん耕耘整地関係を ト壌的 に と り上 げ る。

　牛馬 の分布状況 と して 取上 げる べ き点 は ，　 （1）∠1馬

の 比率，　 （2 ）単位耕地面積，ま たは 1農家当 りの ト馬

数な どで あ ろ うと 思 わ れ る。

　イ．牛 馬 頭 数比 率の 地域差　第 ユ 図に よ る と，まず県

別 で は，馬 の 方 が ど の 郡 に も多 く，従 っ て 全県的 に も書

し く多い の が 熊本，
’
广II畸，鹿児島の 3 県で ， 他の 4県で

は牛馬比は地域 に よ っ て 著 し く異 な り， 全 県 的 に見 る と

最 も牛 の 多い の が 長崎県で あ る。大 まか に 見 る と，北九

州 は牛 が 多 く，南 九 州は馬が 多い 。しか し，九 州北半で

も， 有明海をめ ぐる地域， すなわ ち熊本県 の 八 代以北 の

平坦 部 ， 筑後， 佐賀県の 沿海郡 お よ び長崎 眞 の 該当祁 で

は 馬が 多 く， 城北
・
筑後 ・佐賀平野の よ うに と くに 多 い

地 方も見 ら れ て い る。福岡県で は筑前 の 巾で は筑後 か ら

続い た 福岡市 を中心 と した地方 にの み 馬 が 多か っ た。大

分県で は 毳前部 に 馬 の 多い 地方が あ り，そ の 中に は そ れ

に続 く福岡県の 取 東 の 郡 まで 含 ま れて い た 。 それ 以 外は

牛 の 優占地域で 玄海か ら東支那侮 の 沿岸は全 く牛地鵜 と

い え よ う。 こ の こ とは こ の 地 ，L｝が壱岐，対馬な ど を含 め，

古 くか ら所渭 「筑紫牛」 の 産地 で あ っ た こ と と も関係ず

け られ よ う。 九 州の 申央山岳地帯 は 大分県側が 馬が と く

に 少ない が，どの 関係県で も平坦部 に 比 べ る と馬 の i「甫

は あ ま り商 くは な い 。九 州南半 は ど こで も馬の 方 が 多く，

と りわ け南薩を除い た鹿兄島 県西半部 わ よ び宮崎県 の 中

部以南 の 沿海郡 に 多い 。 南海 ，者島で は種子 ・屋 久島は 馬

が 多い が，大 島以 西 南 で は 牛 の 方 が 優占 し た 。 沖縄県で

は 明治 23年統計で は牛 の 割
ム は58％ と な り牛 の 方 が や や

優占す るが，さ ら に地
．
域別 に 見 る と，北か ら哨 へ の 順 に ，

北 部 諸 島71％，沖繩本島北都 74％，同中部70％ ，南邦の

島尻 地方45％，久米諸島59％ ，宮古諸島45％ ， 八 重 lll
．』
Vi

島6 ％ となり，馬 の 方 が 多い 地方も僅 か に 見られ た 。 沖

縄 県で は牛馬数 は耕地面積に 比べ て 盲 し く多い
。

　 今 ， 上 述 の よ うな牛馬 の 割 合と牛馬耕実施割合との 関

係 を見 る と ， 九 州北半部で は両言 の 関係は きわ め て よ く

一致 して い る。す な わ ち，馬の 多い 地 方で は馬 耕 が 主 休

で ，こ の 地方で は後述 す る よ うに 巡 ん だ 型 の 犁 が使 わ れ

て い た 。 逆 に ， 牛 の 多い 処 で は ト耕が 主体で 禾 開の 犁が

多 く使 わ れ て お り，古 い 時代で は 九 州西部地 方 で は 低湿

田 が 多い た め牛耕 さ え も行 な わ れ なか っ た と 推定 し得 る

地方 も少なくない 。 そ れL 対 し ， 九州醇 1部で は両者の

聞 の 関係 は 全 く見 られな い 。 明治20年代以 降乾 田化が 徐

々 に 進む と と もに 馬耕 技術 が 導 入 され 始 め る まで は，湿
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田 に不向きな 馬耕 は恐 らく全 くとい っ て よい ほ ど行 な わ

れ て お らず ， か な りの 湿閏で も導入 の 可能な牛耕 が そ れ

も部分 的に al発 L￥ の 犁 をも っ て 行 訟われて い た程度で は

なか っ た ろ うか 。 牛の きわ め て 少 な い 廃児島県出水地 方，

コ シ キ 島 や 宮1畸県 の 中部以翩
八
海釶 方で は 当時馬耕の 導

入 な どは 低 湿 田 の 多 い 関 係 もあ っ て とて も考 え る こ とが

で きず，従 っ て 畜力誹 そ の もの が 殆 ん どな か っ た もの と

考 え うる の で は なか ろ うか。熊毛郡 も全 く同様で あ っ た

と思 う。そ れ 以南の 島嶼で は 牛 の 割合 が か な り多 くな

り， 長床犁 な どの 存在も見 られ は す る が，既述 の 大島の

4r例 19 〕
の よ うに 19世紀ご ろ で は人力耕 に よ り，代掻 に僅

か に牛馬が 用い られ た T
一
慶で は な か っ た ろ うか 。 徳之 島

な どで は 乾 田で 鍬または エ リザ
ー

鋤 とあ る
一が 用い られ ，

そ の あ とム マ カ （馬鍬）で な ら された が ，畜力 と して は

牛が 用い ら れ た
25｝。熊本 1目 以 南は 島原半 島 を も含 め わ が

国で の 有力な馬産地で あり，こ とにi＿Pt駒 は古末令名が

高か っ た もの で あ る 。 こ の 馬は筑前な ど に も多く入れら

れた。

　 口 ．次は ， 水 田単位 面 積 （こ こで は 1 町） 当 りの牛篤

頭 数 か ら考 えて 見 よ う。 実際 に 農家 は水 田 の ほ か に 畑 も

持 っ て い るの で こ の 取扱い 方 は や や 乱暴 で は あろ うが ，

当時畑の 畜力剰1は水田の それ に比 し吾 し くお くれ て い た

の で ， さ し 当り水田 だ けで 考 えて 見 た 。牛馬の 総数 に は

無関係 に ， そ れ ぞ れ ギ耕地帯 で は牛 を ， 片耕地帯 で は 馬

を対象 と した。まず，馬耕地 帯で 見 る と，こ の 値は熊本

や 島原 な どの 馬 の 生 」 噛で は大 きい が，斌後 ・佐賀平野

お よび筑前西南部 の よ うに 馬を他地方か ら 求 め る 地 方 で

はO．5〜0，6頂位で か な り小 さい 。しか し，こ れ 位 あ れ ば

馬耕作業に は 充分円 に 合 うもの と思 わ れる が ，平坦 地 で

は そ れ以外の 目的 に は あ ま り用い られなか っ た よ うで ，

佐 頁 や 筑 後平野で は 馬の 不用 の 明間 は 山寄り地方 の 農豕

に 飼養を委モす る慣行が見られ た 位で あ る 。 平坦 部 で あ

る た め と くに飼料ぺ 敷 ワ ラ用の 有機物資源が 乏 しい 半画，

金肥賄入 ∫ ．が 多か っ たの で 糞盲 と して の 意 義 も 副合乏 し

か っ た の で あろ う。佐賀県西部一1野
一

杵 島 ・藤津郡
一

で

は 牛馬 を合 せ て も0．2〜0．3位 の 過少値 を f〈す が ，
こ れ は

湿 田 の た め 人力耕 に よ る積 畦 が主体で あ っ た こ とに よ る

と考 え られ る。牛耕地帯で は ， 九 州北半で は 疏前東部，

勘 コ耶を除けば 1 田」」 り牛頭数は 概 し て 多い
。

こ れ らの

地 万 の うち，頭数の と くに 多い と こ ろ は牛 の 生 産地 と な

っ て い るが ， 全 般飽 に lil閭地 や 半島， 島嶼部 が 多 く，概

して 集約度 の あまり進 ん で い ない 地方で あ るた め
， そ れ

だ け豕 畜 の 生 産す る 有機質肥 料 に 依存 しな けれ ば な らな

か っ た の で あ ろ う。 九州南半 は冢畜数だ けか らい え ば馬

が 多い 地 方で あ る が，低湿 地 が 多か っ た た め 馬耕 とい う

形 は ほ とん ど なく，せ い ぜ い 代掻用 に部分的 に使 わ れ た
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程度で あ っ た の で 創起 に っ い て は牛 の 方を主 に 考 え ね ば

な らない 。今 こ の 地 帯に お ける 1 町s り ト唄数をみ る と，

巾北苛地方で は0．5〜 G．6頭位で 牛耕 は か な り行 なわ れ て

い た もの と 思われる が ， その 値が 者 し く低い 出水，阿久

根 ，
コ シ キ 島などで は∠「耕 も充分で は な か っ た の か も知

れ ない 。宮崎県で も馬 の と くに多い 中部 以南 の 沿掬郡で

は牛 は 0．1頭位で 牛耕 さ え も稀 で あ っ た の で は なか ろ う

か。以上 に比べ る と 日向 の 高台，山間見方や大隅半島で

は牛 の 頭数 が か なり多か っ た 。 九 州南半 講 は牛，嚆全体 と

し て は か な り大 きな 値 と な る が ， そ れ は 馬 の 生産地 で あ

っ た こ と と， 有機質起料 の 給源 と して の 重要性 が と くに

大 きか っ たか らで あ ろ うと考 え られ る。

3． 犁の 種類とそれ の 分布の 生態 的考察

　 1）犁型 の 分類　わ が 国の 水田 在米熱 ま無床犁並 じ に

長 床掣か らな る 。 前者 は大陸地方お よ び朝鮮半島 の 犁，

後者は 人陸江 1召 地万 の 犁 の
「

彰響を強 く受 け て い る と され

て お り，北九 州並 び に 山陰地方 は 地 甲的関係 か らそ れ ら

の 初蓐 入 地 と惟定 され て い る 。 こ れ ら画 型 の 犁 は漸次そ

れ ぞ れ改良型 へ 発達分化 を示 し， 無床型は 1抱持立犁」

へ ， 長床犁 は犁床の 短縮 を見っ つ 中床犁的 の もの へ 向

い ，最後 に は 改 良 型 冠 床犁 と して で き上 った もの と思 わ

れ る 。

　今 ， 犁型 をこ うした見方か ら， 楓 ね その 改良型へ の 程

皮 に よ っ て 分類 す る と，第 4 表 の よ うに な る 。 元来，犁

型 の 分類 に 関 して は ， 犁床の 有無 ， 長 さ・犁 さ きの 形 ，

つ き方 （2段耕犁 を含む ）・犁 ヘ ラ の 有無，お よ び その 曲

圖 度 ・犁柱 （た た り）の 着 き方 ・犁 ・ （ね り木） の 形＿

　　 第 4 表 犁 型 の 分 類

　犁　　　型 　　　　 特　　　　　　 徴

　　　　！I　最 も貭 長 陶 な 型，本文参照

無床系副 H イ ズ キ型 （五 島 壱 岐＞

　　　　 1皿　抱 持立 型 ， 無床犁 と し て 最 も進妻 し

　　　　 廴、　　ナ 型

　　　　 ［1　概 し て 最 も大 型 で ，犁 床 が 最 も長 く，

　　　　丿　 犁柱 は 犁肉 ・ 接続

長床系犁　H 　犁 床 が 中長 で ， 犁柱 は 犁身 に 接続

　　　　　1H　概 して 小 型 で ，犁床 は き らに 短 か く，

　　　　 L．　　犁柱は 犁 身 に 接 続 （中 床犁）

　　　　　犁 床 は 1宅 長 床 系皿 型 よ り短 か く， 改良

短 床 系 犁　短 床犁 の 原 型 的 な もの （犁床 は 現 在 の 短

　　　　　床 犁 よ り もや や 長い もの が 多い ）

　　　　　犁身が 先 で 水平 に 彎 曲 した型 で ，長 床犁
曲床 系 犁
　 　 　 　 　の 戸 型 と み な され て い る もの

・耕深 1隔の 調節装置な どが 孛要な指標 とな る が，こ こ で

は 明 冶前半期 の 犁を主刻象 と した た め ， 犁床 の 長 さ お よ

び 犁柱 の つ き方 を主 な指標 と し， それ に よ っ て 犁 の 発達

稷度をも参酌 し よ うと した 。

　 第 4 表 に つ い て い くら力 説 「月を加 え よう。まず 無床系

梨で は 1型 は細 い 犁身の 先 に三 均形 の 犁先を取着 け ただ

けの ご く原始的 の もの で ， 筑前の 「抱持立犁」の 原 型 と

され る 「木 4   」 も恐 らくこ うした型 の もの ら しい
3）

。

そ れが 且型 の 脚 』に進 む と ， 長崎県島嶼地帯 に見 られ た

「イ ズ キ 」系 と なり，ヘ ラ は 無か っ た り，ま た は 木 で つ

くられ た りして い た。皿 型 は 無床犁 と して は最 も迅ん だ

形 で ， 犁先 と 1司型 の ヘ ラが 着 い て い た 。

・−d．
・・’，有床系甃

に っ い て は 長床犁 が古 く，ま ず ， 1 型 の よ うな犁 床 が 著

し く慶 く，型柱が 犁床 に 也接俵続 した 概して 取 も大型 の

もの か ら，犁床が や や短 か くな り， 短床犁 と冂様犁柱 が

犁身に 着い た い くらか小 型 の H 型 へ 進歩 し た と考 え る。

1型 で は 中に は 犁先 の 小 さい もの や犁 ヘ ラ を欠 くもの も

ある 。 皿 型はそ の 後 に 発 主した もの と考 π られ，4 体 と

して 蝉床犁 に か な りよ く似 る が，型床部 に は な お 長 豚 犁

の 佛影を と どめ て い る 。 こ うした 班 型 が さ らに 改良 され

た もの が 短 床犁 で あ る と考 え られ る。明治前朋の fyで は

梨 サ キ，ヘ ラ な どの 形や 曲面度 （1蕭「∫ヘ ラ を持 つ もσ）も あ

る が ），耕深幅調節装置な どにつ い て そ の 後 に 発達 した

改良知 犀 犁 と比べ る と未改良の 部分が多い 。さら に 曲 床

犁 と呼ぶ の は ， 例 え ば ド成形図説」
m

の 「大 鍬」 な どの

よ うに ，翠 身 の 先が 水平状 に 延 びそ の 先 に犁 サ キ の 看 い

た型 で，清水の い う原始的長屍 系犁の こ とで ある が，無

休 犁 の モ デ ィ フ ィ ケー一
シ ョ ン とも言 え得 る の で

一
応 ノ」 類

型を別 に して お い た。

　 卜述 した犁 の 形 感 に よる 分類 は，い ずれ も耕 深 ， 土 塊

の 反試程度，操法 の 安 定度並 び に 耕深幅の 凋節な どの 諸

点 か ら見て も，米発達状態 か らの 進辰経過をよ く示 して

い る よ うに思 う。

　 2 ）型 別 に見た犁の耕作上の 特徴と 牛馬との 関係　無

床，長床，短 床犁 の
一

般的特徴 に つ い て は 今 さら こ こで

述 べ る 要もあ 7nまい が，い くらか 耕作 ヒの 関連 に つ い て

述 べ よ う。長床犁 は そ れの 株作 卜二の 牛色 か ら牛 と結合 し

た場含が圧倒的 に多か っ た もの と 思われ る。あ る 程度の

湿 田 に も適 用 され，多 く平面耕が な さ れ た。有床 とい う

こ とで ， 洙耕は で き なか っ たが ， 耕起の 際すきi＊M ，をこ

わ す 恐 れ もな く， 床固 め の 役劃 をも持つ こ とが 用水 の 不

足勝ちで あ っ た古 い 時代で は きわ め て 重要 で あ っ た と思

わ れ る。水 田 長 作の 場 合の 畦 立 と の 関連で は ，始 め 平面

耕 が 主で 成畦 や作条）t な どが 人力 に よ っ て 行なわれ る」一

合 の 多か っ た時代で は，こ の 長床犁で もま か な え た もの

と思われ る 。 しか し，深耕 と 暁立 耕 に よ る「よ り高 畦 式 」
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に 代 っ て くる と， 長尿犁 を用い た牛耕で は適用 され難く

な っ て 来 た の で あ ろ う。
一
方，無床裂 は そ の 特徴 と して

深 耕 が で き る点 を 大 き くあ げ て い る が ，そ れ は 進 ん だ 型

の もの に つ い て い え る こ とで ，も と もと比較的原始型 の

無床犁 （前述 の 1 ， ll　W の範囲）で は あ ま り深耕も され

ず ， 土 壥 も反転 され ない で ，ど ち らか とい え ばか なり原

始的 な犁型 と もい え る。こ の 場合，北 九 州西 部地 方 で は

牛 と結含 して い た 。 しか し， こ の 犁 が 「持立犁」 と して

改良 さ れ て くる と，筑前の 「抱持立 犁一1や 筑 前
・
肥後の

「押持立 犁 」　（短 床犁） の よ うに，操 作 時の 安 定 は 長床

犁 に比 べ
， 前者で は と くに わ る か っ たが，操者 の熟練 に

よ っ て 深耕が で き，畦立耕 が 行なわれ，裏作 の 作畦が 著

し く能 率的 とな っ た。こ の 場 合 は と くに 馬 と の 結 びつ き

が 主休 とな っ た 。 こ の 中 「抱持立犁」 は と く に熟練度 が

要求され ， 未熟者 で は，耕深が 変動 し易 く，佐賀平野 の

よ うに と くに洩水防止 に 意 をそ そ ぐと こ ろ で は 耕盤を破

るお それ が あ っ た ので ， その導入 が著し くお くれた （大

正期）。短 床犁は 両型 の 犁 の 利点を合 せ たもの と して ，

前記の 「押持立 犁 」 か ら改良 され たが，牛馬 ど ちら と も

結ば れ た。馬耕奨励 の 盛ん で あっ た時代 で は 馬 の 方が，

そ の 後 は か え っ て 飼養 の 楽 な牛 の 方 へ の 動きが 全 般的に

見 られた よ うで あ る 。

3）犁の 型別普及状況 とそれの 生態的解釈

　 イ．明 治前期 　本項の 関係 資料 は ， 福岡県 農務 誌付

図
26）

（明治 11），長 1畸県
一

佐賀県 を含む一農具図集
27）

（明

治13），明 治14年農談会 日誌
2Φ ，和洋農具図ne2s）

（明治

24） な どで ，そ の 他横井
庄〕

， 清水
2）

の 記事 や シ ーボ ル ト

の 「口本」
29〕

の 付図 な どが 含まれ，時代 は い くらか 不鮮

明とはなるが，「田植 の 習俗．1i3｝　Glの 記載，九大農場 ・佐

賀農試の 収蔵品並びに 著者 の 現 地 調査 に よ る もの な どが

はい っ て い る 。 そ れ ら を第 4 表の 暴準 に よ っ て 分類 し ，

そ の 分布状況 を図示 した の が第2 図で あ る。

　集 め ら れ た 資料が 地 域別 に精 粗 に大 差 が ある の で ，北

九州以外 の 地方 につ い て は 充分 な考察は まだ 保留 し な け

れ ば な らない 。しか し，本報で の 全 般の 資料か ら考 え る

と，
ご く大 まか に 結論 し 得 る こ と は，明治 前期 に お け る

犁の 種類別 普及状況は犁 の 発達程度 に 応 じて その 地方の

農業集約度との 間に きわ め て 密接 な 関連が あっ た とい え

る こ とで あ る。

　ま ず 無床 犁 に つ い て 見 る と， 北 九 州西部 の 佐賀県北部

（備 考） 1． 小 マ
ー

ク 分 ：口 持立 犁，△ 長床犁
52）

　　 2，　 （ ） は そ の 型 に 比 較的類似

　　　 3．　 〔　〕 は 畑 作 用 　　 4， 四 角 の 框 で 囲ん で あ る の は，所在 が そ の 県 ま た は 郡 な る こ と を示す 。

　　　　　　　　　　　第 2 図 　犁 の 型 別 の 分 布 状 況
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・西 部並 び に長崎全県 （離島部を含め て）で は発達度の

低 い 1 ， H 型 ばか りで ， 「イ ズ キ」 が 最 も代表的 な もの

で あり， 佐賀県上 場地方 で 畑 に 主 に 用 い られ た 類 似 型 の

琵 琶 犁 や犁先の 細 く尖 っ た 土竜犁な ど も こ の 仲問で あろ

う。こ れ らの 犁 は牛 に よ っ て ひか れ た が， 構造が簡易で

深耕用で は な く土壥 は反転 し難 く，しか も使用上 か な り

熟練を必要 と し た。こ の 犁 の 普 及 地 帯 は九 州 の うちで も

朝鮮半島に最 も近 く， 営農上 か ら は粗放で あ っ た と こ ろ

ば か りで ある 。 無床犁の 中で 最 も進 歩 を示 す 皿 型 は 「抱

持 立 犁」　（第 3 図 参 照 ） と呼 ば れ た も の で ， そ の 主 要普

第 3 図　 明 治 初 期 の 襪 岡 地 方 の 犁
4）

及 地 は 福岡県筑 1愉西 南部 で あった 。
こ の 犁は後 に は さ ら

にい くらか 広 ま っ たが ，当時 は 殆 ん ど こ の 地方 に限定 さ

れ て い た とい っ て も差支 え ない よ うだ 。 こ の 普及 地 方 は

当時稲 の 反収が 高 く， 裹作率 も筑前部 と して は最も高 く

農業 の 進 ん で い た と こ ろで （第 6 ，7 図参照 ），牛の 多か

っ た 筑前部 の うちで は こ の 地 方 だ けが 馬 が 多 か っ た。こ

愚 ノ
’

遡 妬
360 〜40 　 　 　 　 ／
4　 4°〜20　　　　 　　 ∫
5　　20− 0　　　　　　　　　　 ‘

轟

フ“v

ハ ，

∴
（備考）1．　 牛 馬 総頭数 に 対す る ％ で 示す。

　　　　2．　 宗像郡 は 19
ヵ 村の 平均。

卸 図 驪 離騨
別驃 数騨

Dl

の 「抱恃立犁」 は馬とつ な が っ て い た の で あ る 。 こ の 地

域の 東限は概 ね 粕屋郡 の西南部平坦 で あ っ た が，第 4 図

の よ うに，郡 内で も馬 と牛 との 分布が 明瞭に ちが い ，そ

れが こ の 抱持立 犁の 分布 と も関係 して い た 。 こ の 犁は使

い 方が．E．手で あ れ ば 深耕が 可能で ，麒立 に も便利で あっ

た が ， そ の た め に は と くに 高度 の 熟練が 必要 で あ っ て ，

有床犁 の よ うに は 安定性が なか っ た。著者 は こ うした特

殊的な発逮 を見 せ た 無床犁 の 出現 はや は りこ の 地方の 農

業集 約 度 との 閥 に 密 後 な関 連 が あ り， こ の 犁 の 操縦は 高

レ ベ ル の 農家で な け れ ば か な り無理 で あ っ た と思う。 そ

れ だ けに ， そ の 普遍性 に つ い て は余程特殊的の もの と し

て 認識す る必 要 が あ っ た もの と思 わ れ る。実際に こ の 地

方 で は一
方 に は後述 の よ うに，・早 くか ら こ の 無床犁 に 近

似 した 「持立 型 」 の 短床犁系 の 萠芽 が 明瞭 に 認め られて

い た の で あ る （第 3 図参照）。

　次 に，有 床犁に つ い て 考 え よ う。まず長床系犁で は，

そ れ の 最 も原 始型 と考え られ る 曲床犁が鹿児島県や熊木

県 （恐 ら く南部か ） に 見 られ，次い で 米発逮 の 1型 が 鹿

児島県，宮崎県，大分県や そ れ に つ らな る 福 岡県豊 前部

お よ び玖前東部，熊本県東部 に も見 られ て い る。f也方 ，

こ の 型の 犁 は，五 島で は畑用 と して 「ウ ッ
パ エ 」（打延）

の 名で 用い られ，さ らに 大鳧，与論島お よび沖繩 本島に

も見 ら れ た が ，育湾で も冏 じ く長床犁が 用 い られ て い た
。

こ れ らは 皆牛耕で あ っ た 。 こ の ような未発達 の 長床犁 は

い ず れ も農 耕の 進 歩 の お くれ て い た 地方 に 多か っ た とい

え よ う。こ れ に 対 しや や 進 歩 を示 した と思 わ れ る H 型 の
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犁 は 佐賀 ・筑後平野 に 主 に 見 られ，　「は え （延）犁」
一

ハ イ 鋤 （犁）， 平鋤 （犁） と もい う一と 「くれ か え し犁」

などが あ っ た 。 こ の 地 方 の犁は 双 柄 の もの が 多か っ た 。

こ の 巾， 「は え 犁」 は犁床が 独特 の 傾斜 を持ち，犁先 が

縦 に 側 立 し，主 に稲 刈 株 間の 表層部 を 7．5・v ！Oc皿 巾位 に

ヘ ラで は が すように 細か く犁い た 。 能率は 1 日 5畝以内

で，最熟練者は 2．5畝 しか で きず ， そ れ が 誇 りとさ え さ

れ た。こ の あ とで ，「くれ か え し犁」 が 用い られ，作土 を

さらに やや深 く大きく耕起 した 。 と もに馬が 用い られ た。

か か る犁法 は 同地方 の 重粘土 壌 に対処 した も ので あ っ た 。

こ の 「は え 犁」 は筑後で も用い られ た。「くれか え し犁」

は犁床 も犁先も ま っ 平らに 着 い た 長床犁で ， 土塊を大

きく反転 させ る こ とがで き， 裏作 の 畦 立 や麦畦 くず しに

も使用 され た 。 長床犁の 中で 全 体の 形 が か な り短床犁 に

類似 し犁床 が さ らに 短か くな っ た 皿型 の もの はや は り有

明 海沿 い の 佐賀 ・筑後平 野 に 多く，さ ら に 福岡県 で は 筑

前中東部，豊前北部 に も見 ら れた。こ の 型 の 犁 は 佐賀 ・

筑後平野 に ま た が る ク リ ーク 地帯で は ， 「水 田 （み ずた ）

犁」 の 名で 呼ばれ， と くに 漏水［Ef止の た め の 床締作業 に

用い られた。揚水 に 多大 の 労苦を要 し た ク リーク水田で

は 漏水防止 策 は と くに 大切で あ っ た 。 そ の た め 荒起 ・灌

水後 に こ の 広幅の 犁床を持 つ 犁で 入念 に 耕盤 を固 め なが

ら馬耕を行な っ たの で あ る。こ の 「水田犁」 は犁床長 が

40   前後の もの が主 で あ るが，25〜50  の 変異が あ っ て

中床犁的の もの か ら短床犁 に近 い もの まで あっ た 。 佐賀

平野 の 水 田馬耕 で は上述 の 3型 の 犁が うまくセ ッ トとな

っ て 使 い わ け られ て い た の で あ る。こ の 1 ，皿 型の 長床

犁 は曲床犁 や 1型犁 に比 べ る と，当時かなり集約的な農

業地帯 に 見 られた こ とに な る。

　 短 床裂 は 明治初年す で に 当 時の 最集約地 と 認 め ら れ た

筑前地方や熊本県城北地方に 「押持 立犁」 と して 見 られ

て お り，前者 の 地方 で は無床 頂 型 や 長床皿 型 と と もに共

存 した が ， 後者 の 地方で は こ の 短床犁が 主体で あ っ た よ

うだ。こ うした点 か ら考 え る と，九 州
一

換言すればわが

国 全体一
で 短 床犁が 最 も早 く使われ た の は こ の 城北地方

で あ っ た の か も知れ ない 。同地方 はすで に 藩政期か ら農

業集約度の高か っ た と こ ろ で犁耕も早 くか ら行 なわれ，

水田裏作率 も大 で あ っ た 14〕
（抱持立 犁 の 原型で ある と さ

れ た 「木葉犁」 は こ の 地方の 地名 と も関連 して い る の で ，

あ る い は この 地 方で 古 くか ら 出来 て い た の か も知 れ な

い ）。 福 岡 地 方で も横井
4 ，

に よ る と，明 治 17年ご ろで は第

　3 図 に 示すように ，すで に 抱持 立 犁 と と もに は っきりと

　「床犁」 と して 見 られ て お り，こ の 図か ら判定す る と ， こ

れ らの 床犁 は現行 の 短床犁 に きわ め て 近 い 犁床 を持 っ て

い る こ とが わか る。当時福岡県で は，長床犁 とは著 し く

　タ イ プ を異 に す る 持立式 の 無床犁の こ と を 「持立 犁 」 と

呼 ば れ て い た。こ の こ とは すで に 「成形図説」
17，

（1804）

17

の 中で も 「凡犁に打延 （ウツ ハ エ ）持鑰 （モ チ ヘ ラ ）の 二

件 あ り」 と し，そ の 説明内容か ら打延は 長床犁，持 ヘ ラ

は 「
一

名持立 」 と あ っ て 無床犁が か く呼 ば れ て い た こ と

が わか る 。 福岡県の 　「持立 犁」 の 中 に は 当時無床犁 の

「抱持立 」 と，い くらか 犁床様の もの を持 つ が 大 きな分

類 か らす れ ば長 床犁 よ り も無 床 犁 に 著 し く近 い タ イ プ と

して 「
’
持立 犁」の 仲間に 入れ られ た型 の 犁があ り， そ れ

は 耕起 の 際犁床が ある程度地盤の 支持 を受け るの で ，抱

え る よ りも押す 形 とな り， 「押持立 」 の 名が うまれ た こ

と と思われ る 。 横井 は こ の 犁を 「筑前押持立犁」 と して

「無床犁 ノ 有床 ノ 作用 ヲ ナ ス モ ノ 」 との 注 をつ けて 紹介

して い る
SD

。 こ の 犁 は 現在 の 改良短床犁 には もち ろ ん お

よ ぼ な い が ， 削 ヘ ラが つ い た り， ま た は その 曲面度な ど

に もい くらか 進 歩の あ とが 見 ら れたりして い る。福岡県

で は こ う した 「押持 立 」 の 名 称 が早 くか ら使 わ れ て い た

例証 は他に も広くあり
32｝，明治44年全国農具展覧会出晶

の 中底犁 （現行 の 短床犁系 を指す） に つ い て も， 福岡市

の 磯野 ・深見 ， 熊本県山鹿 の 大津氏 の 出晶犁 を始 め その

他類似 の もの が こ の 「押持 立 」 の 分類名で 呼ばれて い

る
3B）。こ うし た こ とか ら，福岡県 の 「節 ！犁 」 は単 に 抱

持立犁だ けで は な く， 押持立 の 名で 呼 ば れ た短床犁が 含

ま れ て お り，さ ら に 熊本県で 「猫犁」また は 「肥後犁」

と呼ば れた短床犁 と ともに そ の 存在 に 対しとくに 注 目す

る必要が ある もの と思われ る 。こ の 短床犁 は 明治初年 に

すで に 筑 前申南部お よ び熊本県城北地方に み られ ， や は

り当時 の 北 九 州 に お け る最 集 約 地 方 に 普及 して い た こ と

が わ か る 。 当時筑後 ・佐賀平野 や 筑前東部 ・豊前北部 で

は長床犁系の 申で 最も短床犁 に 近い 皿 型が主 に普及 して

い た の に過 ぎな い 。

　 シ ーボ ル トの 「1ヨ本」
29，

（1852）の 付図で は恐 ら く北九

州 あ た りの 犁で は ない か と思 わ れ る 4 種の もの が 示 され ，

著者の 分類で は無床 1 また は H 型，曲床型 （？），長床

llお よ び頂 型 の 犁 が 見 ら れ，い ま だ 短 床犁 系 の も の は 示

され て い ない 。

　 こ の よ うに，明 治初期 で は すで に 使用犁はそ れぞ れそ

の 地方の 農業集約度 に 対応 して 発達 を示 して お り， 逆 に

犁の 発達 程度か らそ の 地方の 農業 の 進 み 方 を推定す る こ

とが 可能で あ る 。 こ こ で とくに注 目せ ね ば な らな い こ と

は，当時最集約地域で は 「持立 型．1犁 と して 抱持立 犁 の

ほか に ，現 行 の 改良短床犁 の 原型 と認 め られ る 押持立 犁

が すで に 誕生 して い た こ とで あ る 。

　 ロ．明治中期以降昭 和初 期 まで 　そ の 後わが 国の 犁は

改良短床犁 の 方向 へ 主 体的な動 き を見 せ ，概 ね 20世紀始

め よ りそれ ら改 良型 の 原 型 が 形成 さ れ （も っ と もそ の 萌

芽はすで に それ 以前か ら押持立型 と して は っ きり認 め ら

れ るが 〉，　そ れが さ らに一
層改良 せ られ ， さ らに 地 域 や

土質に よ る適応型 に まで 分化発達 した の で あ る 。 こ こで
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は そ れ ら の 経過 を 2 ，3 の 資 料 に よ っ て な る べ く簡 潔 に

述 べ て 見 よ う。

　 まず ， 森 ， 大賀 ， 古賀 らに よ り九州中部以北の 県で 行

な わ れ た 畜力利用
一
SU査 a

’
2）
の うち，各調査 田∫村 で の 既往 の

犁耕 の 変遷 に つ い て 主 に梨 の 種類別 の 動 き を略 記 す る と，

第 5表 の よ うで ある 。 こ の 調査 で は九 州の 中で も犁耕 の

や や お くれて い た と見 ら れ る長崎 ・鹿児島 ・鬻崎 3県 に

つ い て は 調査は な さ れて い な い 。 犁耕 の 最先進地 と し て，

福岡県粕屋郡南部で は 明治末〜大正始 め に ，そ れ以前の

押持立 犁 か ら改 良型 に変 わ り，熊 本 県鹿 本郡 で も さ ら に

それより早く短床型 の   犁 にか わ っ た。押持立 犁 は さ ら

に それ 以前の 無床犁か ら い く らか 改 良 され た もの と思 わ

れ る。しか し，こ れ ら の 地 方 で は 押 持 立 梨 も明 治 初 年 か

ら抱持立 犁 と共存した。その 他の 大部分 の 地方で は 卍に

大正 10〜末年位で改良短床犁 に か わ っ た が，そ れ以 前に

押 持 立 犁 が 用 い られ て い た と こ ろ は福 岡県 糸 島郡，佐 賀

県鳥栖町 ・小城郡で あ り，長床犁の 多か っ た とこ ろ は 福

岡県筑後平野，熊本県八 代平野お よび大分県日田 市，三

重町 な どで あ っ た 。 畑作 の 多い 地 方で は概 して 改良犁 の

導 入 が お くれ た が，熊本県秋津 村 な ど は 最 もお くれた 事

例で あろ う。福岡県 に お け る犁の 種類別分布を明治2 年

代 と大正 10年ご ろ とで 比 べ る と ， 第5 図の よ うで あ る。

こ こ で 「抱持 立犁」 と し て 示 さ れた もの の 中に は 改良短

床犁以前の 「押持立 梨」 も混 同 され て 含ま れ て い るの で

は ない か と思 わ れ る。そ れ に して も 3 型 の 犁 の 分 布 は 明

　　 第 5

町 村
　　　 家

鴟

治
20
年

代

大
正
10
年

頃

凡

例

第 5 図

EIZi2長 床 犁

飃 圭包舷 犁

鬮　 　 　短 床 犁
　 　 　 　 〔改良犁）

福岡県 に お け る 犁 の 変遷 32）

瞭な地 域差を示 して お り，改良犁 の 導入 地帯 は以前 の 抱

持立犁 の 普及地 に多か っ た 。

　近 代 的 改 良 短 床 犁 は20世紀 の 始 め の 数年間 に 原型 の 形

成 が 見 られ た と されて い る
2：。す な わ ち ， 肥 後犁 は 明治

35年，磯野 の 改良押犁は 明 治32年 の 作成で あり，19世紀

県 　 　郡

表　　明　治　中　期　以 　降　の 　使　用　犁 　の 　変 　遷 321

主 使用
　　畜

犁 の 使 用 状 況 の 年 代 別 の 動 き

粕　屋 ・大　月1　 馬
＊

福
　　粕　 屋 ・多 々 良

江

堰

室

田

多波

大

木

水

「　　
．　　
O　　
齢

島

井

潴

女

糸

三
一．一

八

　

岡

馬
＊

＊

＊

馬

馬

馬

謁

〔明38ま で 〕押持立 犁 〔明40よ り〕長 末吉氏 犁 の 改 良 〔明31〕 田 鍋八 次郎氏田 鍋

犁 を作 成 〔大 4 よ り〕同前 改 良 犁 を売出

〔明 31ま で 〕抱持立 犁 〔明37
，
8よ り〕押持立 犁 〔明 18〕福 悶県 第 1 回競犁会開催

（長末吉氏は 明27年押持立 犁 を考 案，明 42年長 式深耕犁，大正 2 年宝満 号 ， 大 正

9年作 溝犁作成〉

〔大 初〕押持立 〔大 10よ り〕 改 良 犁導 入

〔大 10〕申床犁 〔HB　2，3 よ t
）〕深見弍深耕犁

ご大 10ま で 〕 ハ エ 犁 〔そ の 後〕改 良 犁

〔大 正末 ま で 〕長床犁，持立 犁 〔そ の 後〕改曳犁

　 　三 養 麸 ・鳥 栖 　 牛
佐

　　小 　城 ・芦　刈 　　馬
賀

東 松 浦 ．玉 島 　 4

山

秋

千

●
　　　
O　　　
O

本

城

代

　

益

鹿

上

八

熊

本

　　　　　　〔明 42〕 旧 式 単用 犁導入

　　　　　　〔明40ま で 〕長床犁 〔大 1 〜10〕抱 持 立 犁 〔そ の 後〕改良 単用犁

　　　　　　〔大 15〕単用犁

鹿　　馬 　　 〔明35〕大 津 氏 短 床 改 良 犁 の 作 成

津 　　牛 ？　 〔昭10ま で 〕長 床犁 〔そ れ 以 後 ｝単 用 犁一 主 に 畑 作 地 帯

了 　　馬　　 〔大 13ま で 〕長 床 犁 〔そ れ 以 後〕磯 野 。長 式 単朋犁

牛

牛

岡

重

光

三

9　
　
，

田

野

口

大

大

分

〔大 9 ま で 〕長床犁 〔大正 末 まで 〕抱持立 犁 〔昭初 よ り〕単用 犁

〔大 5 ま で 〕長 床 犁 〔大 正 12，3よ り〕磯野式単用犁

（備考）
＊

鹿児島．産 が 多 い 。
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第 6 表　　犁 の 普 及 状況 と水 田 耕起 の 実態
34＞

（昭 和　初）

県 別
導　入 　型　数

1 県だ げ
一

耕起方法　使用 家 畜

の 使用犁

従 来 の 主 な 使 用 犁

持 立 型
中 床 犁

長 床 犁 準 長床犁 持 立 犁 記 載 な し

　

　

　

　

　

　

児

福

佐

長

熊

大

宮

鹿

沖

岡

賀

崎

本

分

崎

島

繩

42532021
　 2

　 3
　 3

　 231

以 上

　 7

立崖

〃

〃

〃

〃

平畦，畦立

　 畦 立

　 〃

鵬

馬

牛

馬

”

ハ・

〃

〃

牛

11

ー

ユ

（1）＊

1＊＊

1

1

1

1

（備考）1． 持立 型 中床犁 （磯野 ， 深 見 ， 長 式 な ど の 短 床 犁 を い う）

　　　 2．　従 来 の 主 な使 周 犁　
＊

長床 半床 式，＊＊ 三 枚 ヘ ラ 中床 犁

末まで は 福岡県 の 犁 の 大 メ ーカ ーの 磯野 ・深 見 な ど も犁

先 工 場 と して は古 くか らあ っ た が ， 犁体 と して の 組立 て

は 地方業者 が 行 な っ て い た の が，こ の 改良犁 の 作成を契

期 と して そ れ 以 後 は犁 全 体 と して 製作販売 され る に至 っ

た。こ れらの 改良犁 は さ ら に遡れば押持立 犁が 有力 な祖

形 に な っ て い た もの と思 わ れ，こ れ を抱持立 犁 か らの 直

接的改良 と見倣す こ とに は や や 疑問が あ る と思 わ れ る。

こ の 第 1 段 階 の 改良犁は さらに そ の 後も た ゆ ま な く第

2
，
3 …段 階 へ と 改良が 続 け られ た 。 な お，第 5 表で い

う改良犁 の 導入 期 は 上記の 明治 後 期 に お け る第 1 段階の

改良犁 の 作成期との 間に やや時期的 ズ レ が 見 られ る場合

が あ る が ， そ れ は 次の 理 出に よ る だ ろ う。 森ら の こ の 調

査は昭和30年頃の もの で ，聞取農家は 最終段 階 の 改 良 犁

の こ とを 「改良犁」 と して 発言 して い る場合が多い と思

わ れ る の で ，そ れ 以 前 の 「持 立犁 」 は 明治前期の 原型的

な もの とい うよ りは，すで に 初期段階の 改 良 を加 え られ

た 短床犁が含まれて い たもの と考えられる か らで あ る。

　 次 に は ，さ らに 昭 和始 め まで の 動 きに つ い て も
一

べ つ

して お こ う。 そ れ の 関係資料と して XX34）が 昭和 3年各県

に 紹介 して 取 ま とめ た第 6表 の 結果を見よう。 こ の 頃で

は 九 州地方で は 最も進 歩 した磯 野 ・深見の 改良犁 が 宮崎

県を除い た他 の 全県 に入 り， さ ら に 長 式 犁 も福 岡 ・熊本

に は入 っ て い て ，こ れ らが 当時の 主 体的な犁 とな っ て い

た。そ の ぽ か 1 県だ けで 使 用 され て い た犁 は各県 2 〜数

側が あり，
こ れ も持立 型 犁 が 多い と され て い る が そ の 名

称 か ら見 て い くらか 長床型の もの もあ っ た 。 福 岡 県で は

殆 ん ど前 記 の 大 申 メ
ー

カ
ー

の もの に 限 られ て い たが，宮

崎県 の み は 地方犁が 著 し く多 く恐 ら くこ の 中に は 在来犁

が な お 多 く含 ま れ て い た の で は なか ろ うか 。 本田耕起 は

畦 立 耕が 殆 ん どで あ る が ， 宮崎県 だ け は なお 平面耕も見

られて い る 。 宮崎県に つ い て は 上述 の 種 々 の 点や さ らに

古 い 時代 の こ とな どか ら犁耕技術が他県よ りもや や お く

れ て い た よ うに も思 わ れ る の で ，今後 こ の 点 に つ い て な

お 精査 した い 。さ ら に，本調査 で は，そ れ よ りも っ と 古

い 時代の 主 な 「従来の 使用犁」の こ とに も触れ て い るが，

それ ら は概ね北 九 州で は 無床ない し短床型で ある の に対

し， 大分県 を含め た南九 州で は長床型 と な っ て い る 。 熊

本県 も慢床型 と して 示されて い るが ， 今 まで 述 べ て 来 た

と こ ろか ら見 て ，北半の 城北 地 方の 持立 型 の こ とが 洩 れ

て い る よ うに 思 わ れ る。しか し ， た だ 従 来 の 犁 とい っ た

だ けで は そ れ が 使わ れ て い た 年代の こ とが 必ず し も適確

で は ない 。

4 ）犂耕 の普及 に 関 与する主 な生態的要因

　人 力耕，牛馬耕別の 普及 ， または犁の 型別分布 な どの

実態 が 地域別，あ る い は 時 代 別 に どの よ うな要因 と か か

わ りあ っ て い る か につ い て は，今まで に詳 し く述 べ て 来

た と こ ろ で ほ ぼ 了解 され た もの と思 う。従っ て ，こ こ で

は 本報 の
一

つ の 締繰 りの 意 味 を含 め て，そ れ らの 主 な生

態的要因に つ い て ， 明治前期 の 分を中心 と して い くつ か

の 具体的な地域別資料をか か げて お く程度に し た。上述

の 犁耕の 実態 を こ れ ら と よ く比較対照 して 頂 き たい と思

うが ， こ れ らの 実態 は そ の 時代なり地域 な りの 農業集約

度 に い か に 密接な関連 をも っ て い る か が よ くわ か るの で

あ る 。

　イ．湿 田 並び に休 閑 田の 分 布 状況 　幕宋並 び に 明治前

期 に お い て は 九 州 の 湿 閏 は現 在 に 比べ 全般的 に 著 し く多

く，こ とに 南九 州 や 西九 州 で は 多か っ た こ と が 部分 的 に

種 々 の 文献で 知 られ て い る。・一
方，暖地で は 概 ね そ れ と

表裏
一

体 の 関係 を持 つ もの と思 われる 冬期休閑田に 関す

る 資料 も見 られ ， 第 7 表や第 6 図は そ の
一

斑 を示 した も

の で あ る。低湿 田の 解消は 20世紀初 め か ら本格的な 耕地

整 理 事 業 と して 用 水 施 設 の 充実 な ど を含め て 大 き く取一ヒ
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（備考）熊 本 県 ： 明治25年 leo一閏 麦 作 ％

第 6 図

宮 山奇り艮　： 明7台36年
　　　 100− （麦 1一ナ タネ）田作％

水 田裏 作 休 閑 率
20

（明治21年 ご ろ ）

げ られ たが （湿 田 改良は勿論そ れ以前か ら もい く らか ず

つ 行な わ れ た），　田区改良な ど と と も に犁耕 の 進展に は

きわめ て 密接な関係 が あ っ た 。 北九 州 にお ける 犁耕の 進

展 は，そ れが 水田の 深耕 に 寄与 した ほ か，裏 作 の 作 畦 に

対 して も きわ め て 大 きな質献 で あ っ た こ とを銘記すべ き

で あ る 。

　 　 第 7 表

地 　 　域 　1

国別 の 冬 季 休 閑 田率 （明 治 1．7）

一一一〇− 1− 一．一
北 九 州 　 　 南 九 州

　 　 15 一
休
　 　 30
閑
　 　 45
田
　 　 60 一

率

劣　 75 「
）
　9。」

筑後，肥 後

筑前 ， 豊 前 （福岡 ）

　 （備 考 ）平均反収 （石 ）

　 　 　 県 ・国 別

筑前 15君匹　L24

筑後 10君B　　1．46

：豊甫f∫6君陟　1．16
ク 三賀 8 君β　0．91
熊木 7郡 　1．38
　　第 7 図

豊 前 （大 分）

　　　　多収郡

粕屋　1．61　　那珂　ユ．41
’
冶」二　］．、41　　　早 良 　　1．36
生 葉　L83 　　山 門　1，69
三 瀦　　ユ．61　　　4な野　　1．50
E巳月1　 1，35

有明 沿 海 佐 賀 　1，19
城北地 方飽 田　1．63

米 の 反 当 り収 嶺
35）

（明 治 10，11年 ）

豊 後

月巴前 　（長 山奇〉

肥 前 （佐 賀）

　　　　　　　壱岐，対 馬
＿＿＿ 100＿＿．＿一＿一一一．＿一．．

薩 摩，大 隅

向日

　ロ ．水稲 の 地域別 反 收　第 7 図は 明治10 ・11年頃 の 九

州各県の 郡別資料で あ る 。 こ の 反 収の 高低 は あ る意味で

は 当時の 農業集約度をあ らわす
一
指標で もあ り，水 田 に

対す る施肥量一と くに 金肥
一

と も大 き く関 連 して い た と

い え る。い うまで もな く深 耕 は肥 料 の 増施を効率化す る

軍要 な 乎段 と考 え られ る の で，その 後 の 稲作進展 に は両

者 は 車の 両輪の 作用 を な した の で あ る。

　以上 に 示 した 1 連 の 図表 はい ずれ も北 九 州 と南九 州 と

の 違 い を浮彫 させ
， と くに 肥後北半部，筑後 ， 筑前西部

に お け る営農上 の 高度の 集約性を特徴ずけ て い るが ， そ

れは 進歩 した犁耕実態 と もよ き
一

致 を見せ て い た とい え

る の で あ る 。

結 言

　紙而の 都合で ，本報 の 要約 は述 べ な い が ，わ が 国に お

ける 水田犁耕 は熊本県 を含 め た北九 州 で 最 も早 くか ら行

な わ れ，そ の 中で も肥 後北 半 部 と筑 前西南部 とが 当時最

もす ぐれ た 犁 と犁耕技術 を持 っ て い た こ と，
こ の こ とは

そ れ らの 地方の 集約条件 と密 に 結びっ い て い た こ とで ，
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な お，そ れ ら の 地 方 で は そ の 後 の 短床型改良犁 の 原型 と

して の 「押持立 犁」が幕未，
また は 明治初 め か ら 明確 に

存在 して い た こ と と指摘 して お き たい 。
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