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伊 

藤 
 

洋 

１

９

９

８

年

１

１

月

玉

穂

町

長

、

同

年

１

２

月

昭

和

町

長

、

今

年

に

入

っ

て

２

月

豊

富

村

長

、
７

月

旧

田

富

町

長

。

こ

の

中

で

昭

和

町

は

住

民

投

票

の

結

果

合

併

を

忌

避

し

た

の

で

中

央

市

で

は

な

い

が

、

一

時

は

旧

玉

穂

・

田

富

両

町

と

合

併

協

議

が

持

た

れ

た

程

の

仲

な

の

で

、

敢

え

て

こ

こ

に

仲

間

入

り

し

て

も

ら

っ

た

。

前

記

中

央

市

ゆ

か

り

の

四

町

村

長

は

全

て

公

共

工

事

受

注

業

者

か

ら

の

収

賄

容

疑

で

山

梨

県

警

に

逮

捕

さ

れ

た

人

達

で

あ

る

。

 

こ

う

も

一

ヶ

所

に

集

中

し

て

不

祥

事

が

発

生

す

る

に

つ

い

て

は

何

か

原

因

が

あ

る

の

で

は

な

い

か

。

そ

れ

を

つ

き

と

め

て

お

か

な

い

限

り

百

年

河

清

を

待

つ

こ

と

に

な

る

。

そ

も

そ

も

、

こ

れ

ら

の

首

長

を

選

ん

だ

の

は

、

こ

の

地

域

に

住

む

住

民

な

の

だ

か

ら

、

畢

竟

責

任

は

選

挙

民

に

あ

る

。

残

念

な

こ

と

に

先

ご

ろ

行

わ

れ

た

新

市

出

発

の

首

長

選

挙

に

お

い

て

も

、

立

候

補

者

に

関

す

る

悪

臭

紛

々

た

る

情

報

は

遺

憾

な

く

筆

者

の

耳

に

も

入

っ

て

き

た

。
そ

し

て

、

そ

の

候

補

者

の

一

人

が

前

職

に

あ

っ

た

と

き

の

収

賄

容

疑

で

逮

捕

さ

れ

た

の

が

上

記

最

新

事

案

な

の

で

あ

る

。

地

方

分

権

が

標

榜

さ

れ

、

住

民

自

治

の

真

価

が

問

わ

れ

て

い

る

時

代

に

、

こ

の

体

た

ら

く

を

何

と

す

る

。

一

市

民

で

も

あ

る

筆

者

に

と

っ

て

は

責

任

も

課

せ

ら

れ

て

い

る

の

で

、

今

日

は

そ

の

こ

と

に

つ

い

て

考

え

て

み

た

い

。

 
こ

の

地

域

は

、

甲

府

盆

地

で

最

も

低

地

に

属

し

、
釜

無

･

笛

吹

の

富

士

川

水

系

の

合

流

点

で

、

古

く

は

一

帯

湿

田

を

形

成

し

て

い

た

。

そ

れ

ゆ

え

稲

作

を

中

心

と

し

て

本

県

の

穀

倉

地

帯

で

も

あ

っ

た

。

そ

れ

だ

け

に

、

秋

の

長

雨

や

台

風

に

よ

る

水

害

が

年

中

行

事

の

よ

う

に

繰

り

返

さ

れ

て

い

た

地

域

で

も

あ

っ

た

。

一

夏

汗

に

ま

み

れ

て

育

て

た

稲

が

一

夜

に

し

て

全

滅

な

ど

と

い

う

悲

劇

は

特

に

珍

し

い

こ

と

で

も

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

そ

れ

に

よ

っ

て

零

細

な

農

家

は

翌

年

の

種

籾

は

お

ろ

か

一

家

の

食

糧

に

も

困

窮

す

る

事

態

に

見

舞

わ

れ

る

。

仕

方

な

く

豊

か

な

農

家

か

ら

借

財

し

て

露

命

を

つ

な

ぐ

こ

と

に

な

る

の

だ

が

、

そ

の

借

金

の

担

保

と

し

て

農

地

が

設

定

さ

れ

る

こ

と

で

、

や

が

て

無

産

階

級

化

し

て

い

っ

た

家

族

は

少

な

く

な

か

っ

た

。

結

果

、

一

握

り

の

豊

か

な

資

産

家

た

る

「

地

主

」
と

多

数

の

無

産

者

た



る

「

小

作

」

と

い

う

深

刻

な

階

級

社

会

が

出

現

し

た

。

 
当

然

の

こ

と

な

が

ら

、

こ

う

い

う

階

級

格

差

は

社

会

的

不

安

定

要

因

と

な

る

。

明

治

近

代

に

な

る

と

し

ば

し

ば

小

作

争

議

が

発

生

し

、

階

級

意

識

に

目

覚

め

た

農

民

の

中

か

ら

生

存

の

権

利

を

求

め

る

農

民

運

動

が

盛

ん

に

な

っ

て

い

っ

た

。

 

こ

う

い

う

過

酷

な

歴

史

も

戦

後

の

占

領

政

策

に

よ

る

農

地

解

放

に

よ

っ

て

一

応

の

決

着

を

見

た

。

全

て

の

小

作

農

は

自

作

農

と

し

て

農

業

の

担

い

手

に

な

っ

た

の

で

あ

る

。

 

し

か

し

そ

れ

も

束

の

間

、

高

度

経

済

成

長

期

に

入

る

と

、

都

市

部

の

核

家

族

化

に

よ

る

住

宅

需

要

の

高

ま

り

に

応

え

て

、

こ

の

地

域

は

急

激

に

都

市

化

が

進

ん

で

い

く

。

そ

こ

で

は

土

地

を

商

品

と

し

て

流

通

市

場

に

提

供

す

る

必

要

が

あ

っ

た

。

そ

れ

が

可

能

と

な

っ

た

の

は

、

新

た

に

小

規

模

自

作

農

と

な

っ

た

人

々

の

土

地

離

れ

が

与

っ

て

大

き

か

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

筆

者

は

思

っ

て

い

る

。

 

と

も

あ

れ

、

こ

の

よ

う

に

し

て

山

梨

県

内

最

大

の

穀

倉

地

帯

釜

無

川

左

岸

の

地

域

は

今

や

コ

ン

ク

リ

ー

ト

ジ

ャ

ン

グ

ル

と

化

し

、

農

耕

面

積

は

往

時

に

比

し

て

激

減

し

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

 

こ

う

い

う

一

大

開

発

ブ

ー

ム

は

地

域

に

膨

大

な

公

共

事

業

を

誘

発

し

、

そ

の

需

要

に

応

え

る

べ

く

大

小

の

建

設

業

者

が

参

入

し

て

く

る

。

し

か

し

、

ブ

ー

ム

は

何

時

か

は

去

っ

て

い

く

も

の

。

バ

ブ

ル

経

済

の

終

焉

と

と

も

に

建

設

業

冬

の

時

代

が

到

来

し

た

。

冒

頭

の

事

件

は

、

生

き

残

り

を

か

け

た

業

者

が

金

銭

で

首

長

を

篭

絡

し

た

も

の

で

、

全

て

こ

の

時

期

の

も

の

で

あ

る

。

 

中

央

市

で

は

、

今

回

の

不

祥

事

の

反

省

の

上

に

立

っ

て

、

公

共

工

事

に

係

る

入

札

制

度

に

つ

い

て

見

直

し

に

入

っ

た

と

聞

く

。

ど

う

い

う

提

案

が

な

さ

れ

て

い

る

の

か

承

知

し

て

は

い

な

い

が

、

原

理

と

し

て

不

可

視

の

部

分

が

一

箇

所

で

も

あ

る

限

り

そ

の

シ

ス

テ

ム

は

脆

弱

で

あ

る

。

不

祥

事

を

回

避

し

た

け

れ

ば

、

過

度

な

ほ

ど

に

露

出

度

の

高

い

オ

ー

プ

ン

な

シ

ス

テ

ム

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

カ

ビ

は

陰

部

に

隠

微

に

繁

栄

す

る

。

だ

か

ら

明

る

い

光

が

必

要

な

の

だ

。

 

し

か

し

、

そ

れ

と

て

も

市

民

が

露

出

部

分

を

し

っ

か

り

監

視

す

る

と

い

う

務

め

を

怠

っ

て

は

全

く

意

味

が

無

い

。

こ

の

地

域

に

は

、

民

主

化

を

求

め

て

戦

っ

た

農

民

運

動

の

歴

史

が

あ

る

。

い

ま

一

度

、

市

民

の

権

利

と

義

務

に

つ

い

て

熟

考

す

る

必

要

が

あ

る

。

 

毎

年

の

よ

う

に

氾

濫

し

た

笛

吹

・

釜

無

の

両

河

川

も

今

や

穏

や

か

に

流

れ

て

い

る

。

し

か

し

、

冒

頭

に

列

挙

し

た

よ

う

に

人

の

世

の

汚

濁

は

一

向

に

治

ま

ら

な

い

。

百

年

河

清

を

待

つ

の

か

、

そ

れ

と

も

浄

化

に

立

ち

上

が

る

の

か

、

地

方

分

権

が

叫

ば

れ

て

い

る

い

ま

、

そ

の

事

が

住

民

に

は

厳

し

く

問

わ

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

 


