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神郷校区の人口 
人 口  10,025人 
（男）   4814人 
（女）   5211人 
世帯数   4566世帯 
平成29年12月末現在 
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少
年
の
日
を
迎
え
る
決
意
作
文 

「
十
四
歳
と
し
て
の
自
覚
」 

 
 
 
 

旦
野 

優
羽 

 

少
年
の
日
と
は
昔
の
元
服
に
あ
た
る
、
大
人
へ
の
一
歩
を
自
覚
す
る
時
で
す
。 

 

私
は
ま
だ
、
具
体
的
な
夢
と
い
う
も
の
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
社
会
の
一
員

に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
覚
や
志
が
必
要
で
す
。
今
ま
で
は
身
近
な
仕
事
な
ど
を
怠
っ

て
い
た
り
、
何
気
な
く
言
っ
た
言
葉
で
、
知
ら
な
い
間
に
相
手
を
傷
つ
け
た
事
が
あ
っ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
は
普
段
の
言
動
に
自
覚
と
責
任
を
持
ち
、
支
え
て
く
れ
て

い
る
周
り
の
人
々
に
感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
な
い
様
に
し
ま
す
。
ま
た
、
将
来
自
立
し
て

生
き
て
い
く
た
め
に
、
今
か
ら
自
分
で
目
標
を
立
て
て
努
力
す
る
こ
と
を
心
掛
け
ま
す
。 

 

も
う
す
ぐ
三
年
に
な
り
、
部
活
で
は
総
体
を
迎
え
ま
す
。
今
ま
で
練
習
に
励
ん
で
き
た

仲
間
と
県
総
体
に
出
る
の
を
目
標
と
し
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
日
々
の
練
習
を
頑
張
っ
て
い

き
ま
す
。
そ
し
て
、
な
り
た
い
自
分
に
近
付
く
た
め
に
、
自
覚
と
志
を
持
っ
て
積
極
的
に

様
々
な
事
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
で
す
。
今
ま
で
で
き
て
な
か
っ
た
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す

る
時
で
す
。 

 
 

「
将
来
の
夢 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 

髙
橋 

優
香 

私
の
将
来
の
夢
は
、
看
護
師
に
な
る
こ
と
で
す
。
な
り
た
い
理
由
は
三
つ
あ
り
ま
す
。 

一
つ
目
は
、
病
気
に
な
っ
た
方
を
少
し
で
も
助
け
た
い
か
ら
で
す
。
も
し
自
分
が
病
気
に

な
っ
て
不
安
な
と
き
に
看
護
師
の
人
に
「
大
丈
夫
で
す
よ
。
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
す
ご
く
安

心
す
る
と
思
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
の
不
安
な
気
持
ち
を
助
け
て
あ
げ
た
い
し
、
少
し
で
も
体

が
良
く
な
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
あ
げ
た
い
で
す
。 

二
つ
目
は
、
病
気
に
な
っ
た
方
が
元
気
に
な
っ
た
と
き
の
笑
顔
が
み
た
い
か
ら
で
す
。
自

分
が
今
ま
で
支
え
て
き
た
患
者
さ
ん
の
元
気
に
な
っ
た
と
き
の
笑
顔
は
、
こ
れ
か
ら
も
看
護

師
を
続
け
よ
う
と
思
う
は
げ
み
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
人
を
笑
顔
に
で
き
る
仕
事
は

す
ご
く
や
り
が
い
が
あ
っ
て
、
良
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
患
者
さ
ん
を
笑
顔
に
で
き
る
看
護

師
に
な
り
た
い
で
す
。 

三
つ
目
は
、
人
と
接
す
る
仕
事
が
し
た
い
か
ら
で
す
。
私
は
、
子
供
が
す
き
で
本
当
は
保

育
士
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、
病
気
の
子
供
た
ち
が
い
る
小
児
科
に
興
味
を
も
っ

て
、
看
護
師
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
子
供
た
ち
と
接
す
る
の
は
と
て
も
楽
し
い
し
、
病

気
の
子
供
た
ち
を
は
げ
ま
し
て
あ
げ
た
い
で
す
。
子
供
た
ち
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
お
年
寄
り

の
患
者
さ
ん
に
も
は
げ
ま
し
の
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
た
い
で
す
。 

私
は
、
こ
の
三
つ
の
理
由
か
ら
看
護
師
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
私
が
ケ
ガ
を
し
た
時

な
ど
に
優
し
い
言
葉
を
か
け
て
く
れ
た
看
護
師
の
人
に
す
ご
く
憧
れ
ま
す
。
私
も
、
患
者
さ

ん
に
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
患
者
さ
ん
の
は
げ
み
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が 

で
き
て
、
患
者
さ
ん
が
少
し
で
も
元
気
に
な
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
出
来
る

看
護
師
に
な
り
た
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
今
は
勉
強
、
習
い
事
、
部
活

動
に
は
げ
み
、
日
々
精
進
で
き
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。 

「
少
年
の
日
を
迎
え
て 

」 
  

 

丹
下 

天
翔 

 

僕
は
少
年
の
日
を
迎
え
て
社
会
へ
自
立
し
、
一
人
の
立
派
な
大
人
に
な

る
た
め
に
、
二
つ
の
事
を
こ
こ
に
誓
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

一
つ
目
は
甘
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
ま
で
は
祖
母
や
、
母
や
、

父
な
ど
の
支
え
が
あ
っ
て
こ
そ
や
っ
て
こ
れ
ま
し
た
。
が
、
次
は
僕
が
支

え
る
番
な
の
で
人
に
甘
え
す
ぎ
ず
、
適
度
に
自
分
に
厳
し
く
生
き
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

二
つ
目
は
諦
め
な
い
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
様
々
な
壁
が
立
ち
は
だ

か
っ
て
く
る
と
お
も
い
ま
す
。
な
の
で
そ
れ
を
諦
め
ず
、
時
に
は
人
の
力

も
借
り
て
い
き
な
が
ら
、
壁
を
乗
り
こ
え
て
、
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
を
意
識
し
て
、
立
派
な
大
人
へ
と
な
っ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
一
人
で
抱
え
こ
ま
ず
、
時
に
は
人
の
力
も

借
り
て
一
生
懸
命
生
き
て
い
く
こ
と
を
こ
こ
に
誓
い
た
い
と
思
い
ま

す
。 

 

「
少
年
の
日
を
迎
え
て
」 

 
 

矢
野 

孝
景 

 
 
 
 僕

は
少
年
の
日
を
迎
え
て
、
中
学
生
に
な
っ
て
で
き
て
な
い
二
つ
の
事
を

頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

一
つ
目
は
、
テ
ス
ト
勉
強
で
す
。
テ
ス
ト
勉
強
は
前
日
や
二
日
前
に
す
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、
も
っ
と
早
く
始
め
れ
ば
、
も
っ
と
良
い
順
位
が
で
る

と
思
う
の
で
、
一
週
間
前
や
二
週
間
前
に
コ
ツ
コ
ツ
や
り
始
め
た
い
で
す
。 

二
つ
目
は
部
活
で
す
。
学
校
で
の
部
活
は
し
っ
か
り
で
き
て
い
る
け
ど
、

家
に
帰
っ
て
か
ら
の
努
力
が
全
然
で
き
て
な
か
っ
た
の
で
、
も
っ
と
家
で
の

練
習
を
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
二
つ
を
頑
張
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
で
も
大
人
に
な
っ
て
「
や
っ
て
い
て

よ
か
っ
た
」
と
思
え
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 

「
少
年
の
日
を
迎
え
て
」 

白
石 

楓 

 

私
は
、
こ
の
少
年
の
日
を
境
に
、
自
覚
・
立
志
・
健
康
に
基
づ
く
目
標

を
た
て
ま
し
た
。 

 

一
つ
目
は
「
自
覚
」
に
つ
い
て
で
す
。
一
つ
一
つ
の
行
動
に
責
任
を
持

ち
、
考
え
て
行
動
し
た
い
で
す
。
ま
た
、
自
分
の
よ
く
な
い
と
こ
ろ
に
も
目

を
む
け
て
理
解
し
、
直
し
て
い
き
た
い
で
す
。 

二
つ
目
に
「
立
志
」
に
つ
い
て
で
す
。
自
分
で
目
標
を
た
て
て
、
そ
れ
を

貫
い
て
実
行
で
き
る
意
志
を
も
ち
た
い
で
す
。
ま
た
、
人
生
に
お
い
て
の
目

標
も
た
て
た
い
で
す
。 

そ
し
て
三
つ
目
は
「
健
康
」
に
つ
い
て
で
す
。
も
ち
ろ
ん
命
を
大
切
に

し
、
一
日
三
食
し
っ
か
り
食
べ
て
生
活
習
慣
を
今
の
う
ち
に
身
に
つ
け
て
い

き
た
い
で
す
。 

こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
し
っ
か
り
意
識
し
、
良
い
大
人
へ
の
第
一
歩
を
踏
み

出
せ
て
い
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
当
た
り
前
だ
と
思
う
の
で
は

な
く
、
小
さ
な
こ
と
で
も
感
謝
を
し
て
い
き
た
い
で
す
。 

人 

権 

標 

語
（
神
郷
小
）  

わ
た
し
出
発
優
し
い
言
葉 

み
ん
な
に
続
く 

バ
ト
ン
リ
レ
ー 

６
年 

田
中 

美
琴
（
み
こ
と
） 

 

だ
い
じ
ょ
う
ぶ 

１
人
じ
ゃ
な
い
よ 

そ
ば
に
い
る 

 

少
し
で
も
光
る
と
い
い
な 

希
望
の
光 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
年 

菅 

美
乃
莉
（
み
の
り
） 

 

勇
気
だ
し 

や
め
る
も
止
め
る
も 

自
分
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
年 

鎌
倉 

朱
里
（
し
ゅ
り
）
」 
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地境御定杭測定概略図（今昔調） 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月（弥生）の行事予定 
 
１日（木） 19:00～  環境美化部会    神郷公民館 
２日（金） 13:30～  読み聞かせ反省会    〃 

 ３日（土） 19:30～  子供育成会        〃 
 ４日（日） 8:00～   手みやげ事業       〃 
 ５日（月） 10:00～  子育てサロン        〃 
             いきいきセミナー閉講式  〃 
              19:00～  運審会          〃 
 ６日（火） 19:00～  健全育成部会       〃 

   ７日（水） 19:00～  老人会長会        〃 
１４日（水） 19:00～  民児協定例会       〃 
１６日（金）        中学校卒業式       川東中学校 
２０日（火）       神郷幼稚園卒園式   神郷幼稚園 

  ２２日（木）       小学校卒業式     神郷小学校     
 ２３日（金）       小・中学校修了式   小・中学校 
        19:00～  連合自治会長会    神郷公民館 
  ２６日（月） 19:00～  学校開放説明会      〃 
 ２７日（火） 10:00～  老人クラブ総会        〃 
３０日（金）  18:00～  まちづくり総会＆懇親会   〃 
              
                                                

 

伊予八藩のうち、干拓等による新田開発が最も盛んであっ

たのは西条藩でありました。西条藩の新田開発の記録のな

かの、この地方についての状況をみると、阿島・又野・落

神の三河川が流入する黒島・垣生山・郷山に囲まれた地域

で多喜浜塩田が開発され、同時に久具新田・九左衛門新田

（松神子）・孫兵衛新田（松神子）・勘左衛門新田（松神

子）・己改新田（松神子）等が開拓されたと記録されてお

ります。 

 江戸時代における幕藩体制の経済的基盤は、農地・領地

の確保と農業生産の向上にありましたが、いつの時代にお

いても農地・領地の確保と拡大は、時の権力者、覇者の最

重要課題でありました。そのもととなる土地の確保の確立

は検地であり、検地帳でありました。 

 土地の調査は古代からあり、歴史的には平安時代の民部

省図帳、荘園制下の検注、鎌倉幕府の田
た

文
ぶみ

などもありまし

たが、これらは農民支配を目的とすることでは同じであり

ますが、調査方法は幼稚で内容も粗放な一時的な性格が強

いものでありました。室町時代から戦国時代になると、領

主の政治的、経済的支配が強大となり、次第に精密な検地

が行われるようになりました。 

 織田信長の天下統一事業を継承した豊臣秀吉は、従来の

検地を組織・統一化して全国的に拡大させました。これが

いわゆる太閤検地で統一的丈量単位で一筆ごとに実測し、

土地を収穫量で表示する石高制を完成させました。 

 江戸幕府は、ほぼ秀吉の制度を継承しましたが、改めて

土地を丈量し、１村ごとに田畑、屋敷の反別、等級、収穫

高、耕作者などを具体的に調査しました。これらの調査結

果をまとめたものが徳川幕府の検地帳であります。これに

より村落の境界が確定され、村高、さらに領国の石高が決

まり、年貢諸役賦課の基準が定まりました。諸大名は古検

地帳をもとに新検地を行いましたが、西条藩では慶安元年

（１６４８）一 柳
ひとつやなぎ

直
なお

興
おき

が、太閤検地から62年目に新検地

を行い、寛文10年（1670）に松平頼
より

純
ずみ

が再検地をしまし

た。その後変化あるごとに部分検地を絶えず行い、農地は

次第に増加しました。西条藩では松平就封以前の分を本田

畑、その以後を新田畑と区分しました。 

 徳川時代の作人制度は、田畑の実際所有者を高持百姓

（本百姓）といい、高持百姓で土地を小作人に託した場合

は地主、自ら耕作する場合は自作と名乗りました。小作の

場合は、地主と小作で小作料の協定をしました。 

 一体型放課後子ども教室 

  わくわくクラブ「パン教室」  

 
 ２月１７日（土）に神郷まちづくり委員会健全育成部さんのご

協力により一体型子ども教室わくわくクラブの「パン教室」を行い

ました。この子ども教室は平成２９年４月から始まり今年度は１７

回開催し、今回は今年度最終回でしたました。まちづくり委員会さ

ん、老人クラブさん等地域の方々に大変お世話になりました。 

  貴重な体験ができました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

神郷校区連合自治会 

 コミュニティ行事用具を整備 

 

神郷校区連合自治会は、地域のイベントで使用するテーブル、椅

子、テントの用具を整備しました。これは、一般財団法人自治総合

センターが宝くじの収益を財源とした「一般コミュニティ助成事

業」の助成を受けて整備したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！ 

祝 公民館活動功労者表彰 
 

２月２４日に開催されました第５８回新居浜市公民館研究大会

において、公民館活動功労者として新居浜市教育委員会教育長よ

り長年にわたる公民館活動の推進にご尽力していただいたことの

功績を称えられ表彰されました。おめでとうございました。 

    公民館活動功労者 

白石ツヤ子さん（公民館運営審議委員・神郷史情保存会） 

 

    学校開放運委員会の開催について 
    日時 平成30年3月26日（月） 19:00～ 

    場所 神郷公民館 学習室  

※日頃、神郷小学校及び川東中学校のグラウンド、体育館等を使用されている団体さん

対象の年に一度の会です。代表者の方が出席できない場合は代理の方の出席をお願い

します。 

 

 

 

 

 

  

 


