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なっちゃんは、おくの
の しょうがくせい。
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あるひのこと。なっち
ゃんが、おさかのこくど
う４０８ごうせんの ほ
どうをあるいていると、
りっぱなもんがあった。
「ここは、だれのおうち
なの？」
となっちゃんが、きくと
「さいとうさんのおうち
だよ。むかしから つづ
いている れきしあるい
えなんだよ」
と おかあさん。
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「へー、そうなんだ。どんな
れきしがあるの？」

おかあさん、しばらく、か
んがえて
「わからないわ」
「ん～、きになっちゃうわ」

「おじいちゃんに きいてみよう」
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なっちゃん、ものをよ
ーくしっているおじいち
ゃんに きいてみた。

すると
「ん～、たしかに れき
しのあるいえなんだ。ふ
るさとまつりのてんじぶ
つにもさいとうけのしり
ょうがあったな？!くわ
しいことは、あきおさん
にきいてみるか。いっし
ょにいってあげるよ」
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あれあれ、これはおもしろそうと、な

ぜなぜくんが、もりからあそびにきたよ。

どこかな？

わたしは、なぜなぜでーす。



- 8 -

さっそく、あきおさんのい
えに いって、きいてみた。
すると、

「いいことにきがついたね。
さいとうけはね。むかし、こ
のちいきをおさめていたせき
やどはんのなぬし(このちくのまとめや

く）をつとめていたんだ。だか
ら、いろんなしりょうがのこ
されているんだよ」

なぜなぜくん、どこどこ？

たとえば・・・
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しゃしんの

裃は
かみしも

斉藤家蔵（さいとうけにあった）のものだ。
さ い と う け ぞ う

かたなをもつことやみょう

じをなのることをゆるされて

いたんだ。びっくり！

おとなのひとが

よんでね

なっちゃんが

よんで！
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このなかに小坂村名主
お さ か む ら な ぬ し

斎藤忠左衛門がとうじょう。
さ い と う ち ゆ う ざ え も ん

さいとうけのせんぞだ。
おさかちくは、むかしおさ

かむらといって１６０２ねん
のけんちちょう（検地 帳 ）「常陸

けん ち ちよう

ひ た ち

国信太庄小坂村御縄打水帳」
のくに し だ の しよう お さ か む ら お な わ う ち み ず ちよう

（斎藤文書）にでてくるので、せさい とう もん じよ

んごくじだい（戦国時代）からあ
ったむらなんだ。

えどじだいのげんろくごう
ちょう（元禄郷帳）では、こくだ
か（石高）やく５１５こく（１こくは、

おとながひとりが、いちねんかんにたべるこめのりょ

う）とあった。
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このしりょうもそうだ。

おとなのひとが

よんでね
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めいじじだいのようすが、
わかる こんなしりょうも・
・・。

太政官布告制札だ。
だ じ よ う か ん ふ こ く せ い さ つ

太政官布告制札は、明治政
だ じ よ う か ん ふ こ く せ い さ つ め い じ せ い

府の太政官の命を名主宅前の
ふ だ じ よ う か ん め い な ぬ し た く ま え

高礼場にかかげ、村民にしら
こ う さ い ば そ ん み ん

せるためのものだったそう
だ）
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この太政官布告制札を の
だ じ よ う か ん ふ こ く せ い さ つ

うみんが、よんだのかな？
よまないものをかかげるは

ずはない。ということは、よ
めたんだ。

みなさんは、よめるかな？
かなりむずかしいよ！

のうみんは、どこで まな
んだのかな？ そういえば、さ
いとうけとおなじようになぬし
をつとめたいえには、こんなし
りょうものこされているんだ。
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御用留なんて、
ご よ う と ど め

よめないよ！

しかも、なぬしさんは、
かけたんだ！

ところで、宗門人別改帳っ
し ゆ う も ん に ん べ つ あらため ち よ う

てなに？
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あ、まえの奥原文書にもあった！
おくばらもんじよ

おとなのひとが

よんでね
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この宗門人別改帳はね。え
し ゆ う も ん に ん べ つ あらため ち よ う

どじだいの「こせきだいちょ
う」みたいなものなんだよ。

だれのいえに かぞくが な
んにんいて、ねんれいや だ
れとけっこんしたかなどが、
ていねいにかかれているん
だ。

だから、じぶんのせんぞを
しらべめることもできるんだ
よ。

でもね、改帳のほんとうの
あらため ち よ う

もくてきは、べつにあったん
だよ。
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そうなんだよ。しまばらの
らんのあと、キリストきょう
をとりしまるためにつくった
んだよ。

では、はなしをさいとうけ
にもどそうね。まずおさかむ
らとさいとうけをしらべてみ
ようね。
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小坂村と斎藤家
お さ か そ ん さ い と う け

小坂村には 6 つの坪があって、そ
お さ か む ら つ ぼ

れぞれの坪単位に組をつくってい
つ ぼ た ん い く み

た。（台口坪、西坪、和田坪、新田坪、
だ い ぐ ち つ ぼ に し つ ぼ わ だ つ ぼ し ん で ん つ ぼ

荒地坪、下坪だ）斎藤家は、いまは
あ ら じ つ ぼ し も つ ぼ さ い と う け

台口坪にはいっているが、げんみつ
だ い ぐ ち つ ぼ

には、どの坪にもはいらず、「堀之内」
つ ぼ ほ り の う ち

とよばれていたんだ。
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なお、このようにどの坪にもはい
つ ぼ

らず、屋号いがいでよばれていたい
や ご う

えは、小坂ではこの斎藤家一軒だけ
お さ か さ い と う け い ち け ん

らしい。

斎藤家の屋号は、代 「々忠左衛門」
さ い と う け や ご う だ い だ い ちゆう さ え も ん

をなのっていたが、村人からこの屋
む ら び と や

号で呼ばれることはなかったらし
ご う よ

い。
つぎのページは、
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弁天

（べんてん）

くるま

１８６８ねんに小坂村で
お さかむら

大火事があって母屋は、
おお か じ おも や

もえてしまった。 穀蔵と
こくぐら

蔵がのこり、このなかに
くら

あったものを いまの土蔵
ど ぞう

にうつした。いまの母屋
おも や

は、めいじ３ねんにたて

られた。なお、このとき

のもくざいは、ほとんど

斎藤家の山林でまかなっ
さいとう け さんりん

たんだって。びっくり！
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小坂には、斎藤家は一軒しかない。
お さ か さ い と う け い ち け ん

圧倒的多数をしめる名字は「斉田」。
あ つ と う て き た す う みよう じ さ い だ

このことから斎藤家ももとは斉田
さ い と う け さ い だ

をなのっていて、あらたな領主から
りよう し ゆ

斎藤の名字を拝領したといういいつ
さ い と う みよう じ は い りよう

たえもあるそうだ。
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また、斎藤家住宅には、びっくりするひ
さ い と う け じゆうた く

みつがあるんだ。なんだとおもう？

・・・。

それがね２つあって、ひとつは、奥座敷
お く ざ し き

の床の間は、非常時ににげられるようにな
と こ ま ひ じよう じ

っていること。
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もうひとつは、侵入者のかくればしょに
し んにゆうし や

ならないように、押し入れが、ほとんどな
お い り

いことだなんだって。

ここで、ちょっと、えどじだいのおさか

ちょうのはなしをしようね。てんぽ８ねん

（１８３７ねん８がつ）にえがかれたとちりようずだ。

たやはたけなどのばしょがわかるよ。
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でも、おのがわぞいのたは、深田
ふ か た

（どろぶかいた）で、あまりよく
ないとちだったんだって。

そうだったのか。

せんごくじだいは、おかみしが、
小坂城をきづいて、しはいしてい

お さ か じよう

たが、１６８０ねんからは、関宿
せ き や ど

藩領となったんだ。
は ん りよう

そうか！だからだいかんしょ
が、くのにあったんだ。
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関宿藩信太郡領地は、小坂村を
せ き や ど は ん し だ ぐ ん りよう ち お さ か む ら

ふくめて１４かそん。そのうち奥
お く

野地区は、小坂・正直・島田・奥
の ち く お さ か しよう じ き し ま だ お く

原・井ノ岡・桂・久野の７かそ
ば ら い お か かつら く の

ん。

小坂村は、おのがわぞいの玄関
お さ か む ら げ ん か ん

口。７かそんのねんぐをはこぶ津
ぐ ち つ

出し役（小坂河岸からふねで、
だ や く お さ か が し

つみだす）を つとめたんだ。
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でも、あさくて せま
いおのがわを
どんなふね
で、はこんだ
の？

そうか！
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こうして、さいとうさん
のおうちをしらべていく
うちに、おくのちくのむ
かしも、すこしずつわか
ってきたぞ。
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やっぱりさいとうさんのお
うちとのこされたしりょう
は、おくのちくのたからもの
なんだね。

さて、こんどは、なにをし
らべようかな？

あれあれ？「すごーく、たのしかった」と なぜな

ぜくん。つぎのひみつをもとめてスキップしながらか

えっていった。
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