
№ 1             上 志 津 原 た よ り              336号 
              

増
刊
号
発
刊
の
い
き
さ
つ 

ご
承
知
の
と
お
り
上
志
津
原
に
は
宅
地
の
造
成
が
相
次

ぎ
、
新
し
い
住
民
が
続
々
と
転
入
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。「
原

ま
ち
づ
く
り
委
員
会
」
は
こ
う
し
た
方
々
に
対
し
、
早
く
こ

の
町
の
こ
と
を
知
っ
て
頂
い
て
、
安
心
し
て
お
住
み
頂
き
た

い
と
の
思
い
か
ら
説
明
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
そ
の
時
「
上

志
津
原
案
内
」と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
し
ま
し
た
が
、

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
事
が
平
成
18
年
度
第
三
回
定
例
班

長
会
議
で
議
題
に
な
り
、
そ
し
て
次
の
要
望
が
「
原
ま
ち
づ

く
り
委
員
会
」
に
出
さ
れ
ま
し
た
。 

①
説
明
会
の
対
象
は
新
団
地
だ
っ
た
が
、
新
団
地
以
外
に
入

居
さ
れ
た
方
々
に
も
「
上
志
津
原
案
内
」だ
け
は
配
布
し

た
い
。
「団
地
外
転
入
者
向
け
」も
作
っ
て
貰
え
な
い
か
？ 

②
「上
志
津
原
案
内
」に
は
町
会
予
算
の
使
わ
れ
方
等
、
既
住

民
の
参
考
に
な
る
事
も
多
い
。
こ
う
し
た
情
報
を
含
め
「こ

の
町
に
関
わ
る
事
を
取
り
ま
と
め
た
文
書
」を
全
世
帯
に

配
布
し
た
い
の
で
、
作
っ
て
貰
え
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

 

こ
の
様
な
事
は
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
住
ん
で

い
る
自
分
の
町
を
知
る
こ
と
は
「
愛
町
心
」
に
つ
な
が
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
当
委
員
会
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
も
あ

り
、
お
引
き
受
け
す
る
事
に
致
し
ま
し
た
。 

①
に
つ
い
て
は
「
上
志
津
原
案
内
」
の
改
訂
版
を
作
成
し
、

既
に
町
会
の
方
へ
お
届
け
し
ま
し
た
。 

②
が
、
お
手
元
に
届
い
た
こ
の
「
臨
時
増
刊
号
」
で
す
。
ど

ん
な
内
容
を
盛
り
込
む
の
か
？ 

ど
こ
ま
で
踏
み
込
む
の

か
？ 

難
し
い
編
集
で
苦
慮
し
ま
し
た
。余
り
に
も
常
識
的

で
余
計
な
事
ま
で
書
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
参
考
に

な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

  

…
原
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
… 

第
一
部 

上
志
津
原
の
自
治
に
つ
い
て 

 

▽
自
治
会
の
名
称
＝
『
上
志
津
原
町
会
』 

▽
自
治
会
館
の
名
称
＝
愛
称
『
は
ら
ト
ピ
ア
』  

▽
所
在
地
＝
上
志
津
原
６
４
番
１
号(

児
童
公
園
内) 

 

一
、
上
志
津
原
町
会
の
仕
組
み 

班
長
制
度 

⑴ 

班
の
編
成
…
町
会
区
域
を
ブ
ロ
ッ
ク
毎
に
分
け
、  

班
を
編

成
し
て
い
ま
す
。
一
つ
の
班
の
世
帯
数
は
20
〜
30
が
標
準

で
、
平
成
18
年
９
月
現
在
24
班
あ
り
ま
す
。 

⑵ 

班
長
の
選
任
…
ブ
ロ
ッ
ク
毎
の
班
は
班
長
を
選
任
し
ま
す
。

選
出
方
法
は
班
の
自
由
で
す
が
、
通
常
順
送
り
の
持
ち
回
り

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
任
期
は
１
年
で
年
度
替
り
は
４
月
１

日
で
す
。 

⑶ 

班
長
の
役
目
…
班
長
は
、
町
会
運
営
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ 

の
班
の
代
議
員
に
な
り
ま
す
。
又
、
町
会
と
自
分
の
班
を
つ 

な
ぐ
パ
イ
プ
役
で
あ
り
、
班
の
世
話
役
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

上
志
津
原
町
会 

⑴ 

町
会
の
運
営
…
町
会
が
実 

施
し
て
い
る
事
業
は
、
次
項 

⑶
の
「
主
な
役
職
と
役
割
」 

で
大
体
分
か
り
ま
す
の
で
割 

愛
し
ま
す
が
、こ
う
し
た
事
業 

は
選
ば
れ
た
班
長
（
代
議
員
） 

に
よ
る
合
議
で
運
営
さ
れ
ま 

す
。 

⑵ 

町
会
の
役
職
…
町
会
運
営 

上
の
担
当
役
職
を
、任
期
の
開 

始
前
に
選
任
し
ま
す（
２
月
）。

選
任
の
方
法
は
、規
約
に
は 

「
町
会
長
は
班
長
会
の
決
議 

に
よ
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
町
会
長
を
含
め
全
て
の
役 

職
は
、
当
該
年
度
班
長
同
士
の
「
互
選
」
で
決
め
ら
れ
ま
す
。 

    

⑶ 

主
な
役
職
と
役
割 

①
町
会
長
（
１
名
）
＝
町
会
に
お
け
る
最
高
責
任
者
。
班
長
会

議
の
総
括
・
行
政
や
他
団
体
と
の
交
渉
な
ど
。 

②
副
町
会
長
（
３
名
）
＝
町
会
長
補
佐
。
３
名
の
副
町
会
長
は

そ
れ
ぞ
れ
次
の
職
務
を
兼
任
し
ま
す
。 

 

＊
自
治
会
館
担
当
兼
防
犯
指
導
員
…
自
治
会
館
運
営
委
員

会
と
の
連
携
協
力
、
及
び
防
犯
に
係
る
職
務
。 

 

＊
街
灯
担
当
…
市
と
の
交
渉
な
ど
街
灯
管
理
の
総
括
。 

 

＊
道
路
担
当
…
市
と
の
交
渉
な
ど
道
路
管
理
の
総
括
。 

③
会
計
係
（
１
名
）
＝
町
会
の
会
計
全
般
（
出
納
・
帳
簿
）。 

④
文
章
係
（
１
名
）
＝
町
会
活
動
の
記
録
・
町
会
文
書
作
成
。 

⑤
盆
踊
り
係
（
４
名
）
＝
盆
踊
り
大
会
の
段
取
り
・
運
営
。 

⑥
運
動
会
係
（
３
名
）
＝
運
動
会
の
段
取
り
・
運
営
。 

⑦
ス
ポ
ー
ツ
新
年
会
係
（
２
名
）
＝
春
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
１

月
の
新
年
会
の
段
取
り
・
運
営
。 

⑧
環
境
衛
生
係
（
２
名
）
＝
幹
線
道
路
一
斉
草
刈
の
段
取
り
や

環
境
・
衛
生
に
関
す
る
佐
倉
市
と
の
交
渉
な
ど
。 

⑨
広
報
係
（
５
名
）
＝
「
上
志
津
原
た
よ
り
」
の
発
行
業
務
。 

 
(

尚
、
ど
の
よ
う
な
係
を
置
い
て
担
当
者
を
何
名
に
す
る
か

は
そ
の
年
度
の
自
由
で
、
前
記
は
16
年
度
の
例
で
し
た) 

 

二
、
町
会
運
営
の
費
用 

 

町
会
が
住
民
サ
ー
ビ
ス
や
、事
業
な
ど
の
自
治
活

動
を
す
れ
ば
当
然
費
用
が
か
か
り
ま
す
。そ
の
費
用

は
ど
の
様
に
集
め
ら
れ
、
ど
の
様
に
使
わ
れ
た
か
、
平
成
17
年

度
実
績
で
説
明
し
ま
す
。（
総
会
資
料
よ
り
…
千
円
の
単
位
四

捨
五
入
、
よ
っ
て
合
計
額
が
合
わ
な
い
事
も
あ
り
ま
す
） 

収
入 

総
額
は
415
万
円 

…
そ
の
内
訳
は(

繰
越
金
除
外
） 

▼
町
会
費
＝
町
会
加
入
の
１
世
帯
に
対
し
、
１
ヶ
月
500
円
の
町

会
費
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
全
部
で
324
万
円
集
ま
り
ま

し
た
。
総
収
入
の
78
％
に
な
り
ま
す
。 

▼
補
助
金
＝
佐
倉
市
か
ら
補
助
金
が
出
て
い
ま
す
。
名
目
は
街

灯
費
等
の
補
助
金
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
市
の
業
務
（
市
か

ら
の
文
書
の
回
覧
配
布
・
防
犯
協
力
・
寄
付
集
め
・
道
路
清

掃
等
）
を
町
会
が
代
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
う
し
た
業
務

代
行
に
対
す
る
謝
礼
的
な
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
17
年
度

は
91
万
円
の
補
助
が
あ
り
総
収
入
の
22
％
で
し
た
。 

    

支
出 

総
額
は
同
じ
く
415
万
円 

ど
の
様
に
使
わ
れ
た
か 

使
用
目
的
別
の
円
グ
ラ
フ
に
し
ま
し
た
。(

繰
越
金
除
外) 

◎ 

平
成
17
年
度 

町
会
会
計
決
算
報
告
書
よ
り 

                 

←
右
の
円
グ
ラ
フ
の
、
費
目
毎
の
内
訳 

❶ 

公
益
費 

…
支
出
全
体
の
47
％
を
占
め
る
高
額
で
す
が
、

内
訳
は
次
の
通
り
で
す
。 

                  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
発 行 日 ・・・ 平成１８年９月３０日 
編 集 ・・・ 原まちづくり委員会 
発行責任者 ・・・ 上 志 津 原 町 会 
印 刷 ・・・ 花島印刷 461-5552 

街灯費117万円 
・街灯電気代58万 
・街灯修繕費50万 
・街灯新設費12万 

※消防後援費43万 

環境衛生費33万 
(公衆便所清掃代) 

公益費193万円の内訳 
公益費とは…町会に入会・非入会
を問わず、地域住民が等しく受け
るサービス経費のことです。 

第
一
部
：
上
志
津
原
の
自
治
に
つ
い
て
・・１
頁 

第
二
部
：
上
志
津
原
町
会
を
考
え
る
・・・・２
頁 

第
三
部
：
こ
の
町
の
歴
史
・・・・・・・・・・・３
頁 

➊ 公益費193万 

➎ 補助寄付金75万 

➍ ｲﾍﾞﾝﾄ補助28万 

➌ 原ﾄﾋﾟｱ経費30万 

➋ 町会運営費89万 

総額 
415万 

総支出415万円の内訳 
費目を目的別に分類しました。従って決算報

告書に「公益費」等の費目はありません。 

班長会議 
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※
消
防
後
援
費
に
つ
い
て
…
当
町
会
は
自
衛
消
防
団
を
組
織

し
て
お
り
ま
せ
ん
。
町
内
に
火
災
が
発
生
し
た
場
合
の
初

期
消
火
は
「
上
志
津
消
防
団
」
に
お
願
い
し
て
い
る
の
で

す
。
従
っ
て
上
志
津
消
防
団
の
経
費
の
一
部
を
当
町
会
も

負
担
し
て
い
る
訳
で
、
そ
の
額
が
年
間
43
万
円
な
の
で
す
。

町
会
独
自
の
消
防
団
を
結
成
す
る
と
、
費
用
負
担
増
と
共

に
消
防
団
員
の
確
保
も
難
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

➋ 

町
会
運
営
費 

…
（
広
報
費
は
パ
ソ
コ
ン
で
作
っ
た
た
め

予
算
よ
り
11
万
円
節
約
で
き
ま
し
た
） 

              

➌ 

は
ら
ト
ピ
ア
経
費 

30
万
の
内
訳
…
電
気
代
や
浄
化
槽

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
等
の
運
営
経
費
の
補
助
20
万
と
、
将
来

に
備
え
て
の
修
繕
費
積
立
金
10
万
の
合
計
で
す
。 

 

➍ 

イ
ベ
ン
ト
補
助 

28
万
の
内
訳
…
原
グ
ラ
ン
ド
整
備
費

10
万
・
盆
踊
り
補
助
10
万
・
ス
ポ
ー
ツ
大
会
費
５
万
・

新
年
会
費
３
万
の
合
計
で
す
。 

 

➎ 

補
助
寄
付
金 

75
万
円
の
内
訳
…
赤
十
字
及
び
社
会
福

祉
協
議
会
へ
佐
倉
市
か
ら
毎
年
寄
付
の
要
請
が
あ
り
ま

す
。
上
志
津
原
町
会
で
は
例
年
の
事
な
の
で
予
算
化
し
、

町
会
会
計
か
ら
一
括
し
て
寄
付
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の

額
が
年
間
54
万
で
、
敬
老
会
へ
の
寄
付
１
万
を
合
わ
せ
て

寄
付
の
合
計
は
55
万
で
す
。
又
、
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
へ
６

万
・
子
供
会
と
双
葉
会
へ
共
に
７
万
の
補
助
金
を
出
し
て

お
り
、
そ
の
合
計
20
万
を
合
わ
せ
て
75
万
円
で
す
。 

 

※
目
に
付
く
の
が
全
体
の
半
分
近
く
を
占
め
る
「
公
益
費
」

の
多
さ
で
し
ょ
う
。
中
で
も
「
街
灯
費
」
は
全
体
の
28
％

を
占
め
ま
す
。
乱
暴
な
言
い
方
を
す
る
と
町
会
費
500
円
の 

う
ち
、
140
円
は
街
灯
費
に
消
え
て
い
る
の
で
す
。 

こ
れ
は
上
志
津
原
が
密
集
し
た
住
宅
街
で
な
い
為
、
戸
数
に

比
べ
て
地
域
が
広
い
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
防
犯
の
面
か
ら

街
灯
の
数
は
ま
だ
十
分
と
は
言
え
ず
、
こ
の
比
率
は
将
来
も

増
え
て
い
く
事
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

但
し
、
こ
の
先
世
帯
数
が
増
え
皆
さ
ん
が
町
会
に
加
入
し

て
下
さ
れ
ば
、
街
灯
費
の
比
率
は
逆
に
下
が
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
町
が
大
き
く
な
る
事
は
良
い
面
も
沢
山
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第
一
部 

完
） 

    

第
二
部 

上
志
津
原
町
会 

 
 
 
 

を
考
え
る 

 

上
志
津
原
町
会
は
近
隣
の
自
治
会
に
比
べ
て
も
、
良
く
ま
と

ま
っ
た
町
会
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
将
来
の
町
づ
く
り
の
参

考
の
た
め
に
何
故
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
、
そ
し
て

「
こ
の
先
も
こ
の
ま
ま
で
良
い
の
か
？
」
も
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。 

一
、
こ
の
町
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
理
由
（わ
け
） 

⑴ 

こ
の
町
の
穏
や
か
な
風
土 

風
土
は
住
ん
で
い
る
人
々
の
生
き
様
か
ら
育
ま
れ
て
く
る
も

の
で
す
。
最
も
大
き
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
間
違
い
な
く

入
植
者
の
方
々
で
し
ょ
う
。
全
国
か
ら
集
ま
っ
て
来
ら
れ
た
開

拓
者
の
一
致
協
力
の
精
神
、
そ
し
て
何
よ
り
入
植
者
の
皆
さ
ん

の
大
ら
か
さ
が
穏
や
か
な
風
土
を
育
み
ま
し
た
。
後
で
触
れ
ま

す
が
「
上
志
津
原
ふ
れ
あ
い
ど
お
り
」
は
、
そ
の
大
ら
か
さ
が

も
た
ら
し
た
象
徴
的
な
産
物
な
の
で
す
。 

 

町
会
運
営
で
は
、
と
も
す
る
と
出
易
い
利
己
主
義
的
主
張
に

対
し
、
ガ
ツ
ガ
ツ
と
し
て
い
な
い
こ
う
し
た
風
土
が
抑
止
力
に

な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

⑵ 

適
切
な
対
応
が
あ
り
ま
し
た 

 

こ
の
町
に
も
危
機
的
な
状
況
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
昭
和
40
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
第
１
次
宅
地
造
成
ラ
ッ
シ
ュ

の
時
で
す
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
の
昭
和
39
年
、
こ
の
町

の
世
帯
数
は
47
戸
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
７
〜
８
年
間
で
300

世
帯
を
超
え
て
い
ま
す
。
実
に
６
倍
以
上
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

当
時
の
旧
住
民
は
殆
ど
が
開
拓
の
為
に
入
植
し
て
来
ら
れ

た
方
々
で
、
当
然
職
業
は
農
業
で
畜
産
を
や
ら
れ
て
い
た
方
も

多
か
っ
た
様
で
す
。
圧
倒
的
多
数
の
新
住
民
は
、
東
京
の
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
と
し
て
来
ら
れ
た
人
が
多
か
っ

た
筈
で
す
。こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
各
地
に
あ

り
、通
常
は
新
旧
住
民
の
対
立
が
始
ま
り
ま

す
。「
畜
舎
が
臭
い
！
何
と
か
し
ろ
！
」「
後

か
ら
入
っ
て
き
て
勝
手
な
こ
と
言
う
な
！
」

等
々
。 

 

「
上
志
津
原
た
よ
り
」
は
昭
和
48
年
５

月
に
創
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。
旧
住
民
（
入
植

者
）
の
長
谷
川
定
房
さ
ん
主
宰
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
創
刊
さ
れ

ま
し
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
は
殆
ど
が
新
住
民
だ
っ
た
様
で
す
。
新

旧
が
一
緒
に
な
っ
て
一
つ
の
事
を
や
れ
ば
当
然
お
互
い
を
理

解
す
る
事
に
な
り
ま
す
。
又
、
当
時
の
町
会
長
は
や
は
り
開
拓

者
の
山
下
三
好
さ
ん
で
し
た
。
新
団
地
に
「
新
栄
台
」
と
言
う

班
名
を
付
け
た
の
は
こ
の
時
の
町
会
だ
っ
た
そ
う
で
す
か
ら
、

町
会
運
営
も
新
旧
一
体
と
な
っ
て
や
ら
れ
て
い
た
様
で
す
。 

こ
う
し
た
事
を
意
識
し
て
や
ら
れ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で

す
が
、
旧
住
民
（
入
植
者
）
の
適
切
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
あ

っ
て
、
全
く
異
質
な
住
民
同
士
の
共
存
が
出
来
た
の
で
す
。 

仲
が
悪
け
れ
ば
聞
こ
え
て
く
る
お
隣
の
風
鈴
さ
え
耐
え
難
い

騒
音
で
す
が
、
解
り
合
え
ば
畜
舎
の
臭
い
も
我
慢
で
き
ま
す
。 

 

⑶ 

町
会
役
員
は
１
年
で
全
て
が
交
代
す
る
制
度 

ご
承
知
の
よ
う
に
町
会
役
員
は
全
て
の
役
職
を
そ
の
年
の
班

長
さ
ん
か
ら
選
ば
れ
ま
す
。
班
長
は
自
分
の
班
の
中
を
順
送
り

で
毎
年
交
替
す
る
の
で
、
20
〜
30
年
に
１
回
廻
っ
て
き
ま
す
。

従
っ
て
大
抵
の
人
は
班
長
を
や
る
の
が
始
め
て
で
す
。
こ
ん
な

「
何
も
知
ら
な
い
」
班
長
同
士
が
町
会
運
営
の
「
何
も
か
も
」

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
大
変
で
す
。
必
死
に
な

っ
て
勉
強
し
、
同
期
の
仲
間
と
相
談
し
な
が
ら
運
営
し
て
い
る

の
で
す
。
初
面
識
も
へ
っ
た
く
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
で
協
力

し
合
わ
な
け
れ
ば
運
営
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
協
力
の
精
神
と
仲

間
意
識
が
急
速
に
芽
生
え
て
き
ま
す
。 

こ
う
し
て
「
手
馴
れ
た
仕
事
ぶ
り
で
は
な
い
け
れ
ど
、
一
生

懸
命
の
仕
事
」
を
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
町
会
に
ベ
テ
ラ

ン
が
残
っ
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
頼
っ
て
し
ま
い
、
こ
う
し

た
必
死
さ
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

任
期
が
終
っ
た
班
長
さ
ん
に
聞
い
て
み
る
と
「
町
会
の
事
も

住
ん
で
い
る
人
達
の
事
も
ま
る
で
知
ら
な
か
っ
た
の
に
、
親
し 

い
お
仲
間
も
増
え
た
し
今
は
此
処
の
住
人
だ
と
実
感
で
き
ま

す
」
等
と
「
班
長
を
や
っ
て
本
当
に
良
か
っ
た
」
と
皆
さ
ん

が
仰
い
ま
す
。
任
期
が
終
っ
た
後
も
「
懇
親
会
」
を
毎
年
開

い
て
親
交
を
温
め
て
い
る
同
期
の
班
長
さ
ん
達
も
多
く
、
中

に
は
10
年
以
上
続
い
て
い
る
グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
す
。 

こ
う
し
た
人
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
班
に
戻
っ
て
い
っ
て
、

こ
の
町
の
ま
と
ま
り
に
寄
与
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

二
、
将
来
に
向
け
て
の
問
題 

こ
の
町
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
理
由
に
、
先
人
達
の
人
間
性

や
努
力
が
あ
っ
た
訳
で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
こ
れ
か
ら
も
大
い

に
見
習
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
毎
年
総
交
替
シ

ス
テ
ム
の
お
陰
で
、
多
く
の
人
が
町
会
の
仕
事
に
携
れ
る
事

も
「
ま
と
ま
り
」
を
生
む
要
因
だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
っ
ち

の
方
は
弊
害
も
出
て
き
て
い
ま
す
。 

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
町
会
長
の
選
任
の
方
法
と
、
そ

の
任
期
で
す
。
経
験
者
な
ど
か
ら
聞
い
た
「
弊
害
」
の
幾
つ

か
を
紹
介
し
て
み
ま
す
。 

 

⑴ 

選
任
の
方
法
・
・
・
ガ
ラ
ガ
ラ
ポ
ン
の
悲
劇 

 

２
月
の
班
長
会
議
の
時
に
、
次
年
度
班
長
さ
ん
が
集
ま
っ

て
役
員
の
互
選
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
互
選
会
議
が
す
ん
な

り
行
っ
た
事
は
殆
ど
な
い
よ
う
で
す
。「
班
長
に
な
っ
た
の
だ

か
ら
何
か
は
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
重
責
・
多
忙
な

町
会
長
だ
け
は
勘
弁
し
て
欲
し
い
」
と
言
う
事
か
ら
来
て
い

ま
す
。
長
い
議
論
の
末
、
最
後
の
手
段
で
ジ
ャ
ン
ケ
ン
や
ク

ジ
と
い
っ
た
事
も
。
結
果
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
協
力
し
て
や

っ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
今
後
も
世
帯
数
は
急
増
し
、
行
政

関
係
も
複
雑
化
し
て
い
き
ま
す
。
人
に
は
向
き
不
向
き
が
あ

っ
た
り
仕
事
の
関
係
等
で
、
ど
う
し
て
も
会
長
は
無
理
と
言

う
方
も
居
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
人
も
ク
ジ
に
当
れ
ば
有
無

を
言
わ
せ
ず
町
会
長
で
は
大
変
で
す
。
町
会
長
に
選
ば
れ
て

仕
事
や
家
庭
が
崩
壊
し
て
は
、
町
会
自
治
の
本
末
転
倒
と
も

い
え
ま
す
。
こ
う
し
た
不
幸
や
悲
惨
な
状
況
を
起
こ
し
か
ね

な
い
選
任
の
方
法
は
大
い
に
問
題
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 

⑵ 

任
期
１
年
・
・
・「
問
題
先
送
り
」
に
な
り
が
ち
で
す 

 

何
し
ろ
毎
年
々
々
交
替
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
年
度
初
め

は
右
も
左
も
分
か
ら
な
い
状
態
で
す
。
年
度
末
に
な
っ
て
慣

れ
て
き
て
、「
何
か
が
や
れ
る
の
は
こ
れ
か
ら
だ
」
と
言
う
時

に
は
任
期
満
了
で
す
。
従
っ
て
、
改
善
に
向
け
て
の
改
革
や

懸
案
事
項
が
あ
っ
て
も
、
先
送
り
さ
れ
て
し
ま
う
事
が
多
く

な
る
の
で
す
。
こ
れ
も
任
期
１
年
の
シ
ス
テ
ム
で
は
仕
方
が

な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

会議・事務費7万 

広報費24万 
（原たより 
印刷代等） 

役員手当37万 
(22名＋監査役2名分) 

慶弔予備費21万 
(臨時支出12万) 

町会運営費89万円の内訳 
慶弔予備費の中の臨時支出12万円は、
原グランドの看板設置代と砂代です。 
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三
、
他
の
自
治
会
は
ど
う
し
て
い
る
か
？ 

▼
近
隣
の
巨
大
な
自
治
会
の
例
で
す
が
、
先
ず
町
を
７
つ
の

区
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
の
区
長
と
４
〜
５
名
の

副
区
長
を
置
い
て
い
ま
す
。 

▼
一
つ
の
区
に
は
更
に
数
多
く
の
班
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
正
副
の
班
長
が
い
て
、
上
志
津
原
と
同
じ
よ
う
に
順
送

り
で
交
替
し
、
任
期
も
１
年
の
様
で
す
。 

▼
正
副
の
区
長
は
、
当
該
区
か
ら
推
薦
で
選
任
さ
れ
、
任
期

は
不
明
で
す
が
３
〜
４
年
続
け
て
い
る
人
も
い
ま
す
。 

▼
問
題
の
自
治
会
長
で
す
が
、
選
考
委
員
会
と
い
う
組
織
が

あ
り
そ
の
会
の
推
薦
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
ま
す
。
任
期
は

１
年
で
す
が
、引
き
続
き
推
薦
さ
れ
れ
ば
再
選
さ
れ
ま
す
。

事
務
局
長
、
事
業
部
長
な
ど
の
自
治
会
本
部
役
員
も
同
様

に
選
考
委
員
会
が
推
薦
し
ま
す
。
選
考
委
員
会
は
各
区
の

区
長
と
各
区
１
名
の
計
14
名
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
各
区
の

区
長
は
自
治
会
３
役
会
の

構
成
員
に
な
り
ま
す
。 

巨
大
な
自
治
会
の
例
で
す
か

ら
、小
さ
な
上
志
津
原
と
並
べ

て
比
較
す
る
の
は
難
し
い
事

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
選

考
委
員
会
と
言
う
組
織
が
、
会

長
な
ど
の
要
職
適
任
者
を
選

考
し
、
推
薦
す
る
シ
ス
テ
ム
は

参
考
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。 

毎
年
入
れ
替
わ
る
班
長
さ
ん
か
ら
、ガ
ラ
ガ
ラ
ポ
ン
で「
い

き
な
り
町
会
長
」
で
は
あ
ま
り
に
も
危
険
過
ぎ
ま
す
。 

 

四
、
問
題
解
決
に
向
け
た
一
歩 

こ
の
問
題
は
、
町
会
運
営
に
携
っ
た
多
く
の

方
々
が
思
い
悩
ん
で
き
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

町
会
全
体
の
問
題
と
し
て
、
充
分
な
議
論
を
重
ね
つ
つ
方
向

性
を
見
出
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 

平
成
17
年
４
月
に
、
佐
倉
市
で
は
「
市
民
協
働
型
自
治
運

営
の
推
進
指
針
」
を
策
定
し
、
自
助
・
互
助
・
公
助
の
精
神

に
よ
っ
て
公
・
共
益
を
実
現
す
る
必
要
を
唱
え
、
自
治
会
や

町
会
が
地
域
社
会
で
担
う
役
割
が
益
々
大
き
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
社
会
環
境
の
変
化
や
情
勢
を
踏
ま
え
つ
つ
私

た
ち
の
町
「
上
志
津
原
」
を
、
生
き
生
き
と
暮
せ
る
活
力
あ 

る
町
と
す
べ
く
、
問
題
解
決
に
向
け
た
一
歩
を
踏
み
出
せ
れ

ば
と
考
え
ま
す
。 

第
三
部 

 

こ
の
町
の
歴
史 

 そ
の
一 

こ
の
地
方
の
120
年
前 

こ
の
近
く
に
、「
日
本
砲
兵

揺
籃
の
地
」
と
言
う
史
跡

が
あ
る
事
を
ご
存
知
の
方

は
案
外
少
な
い
よ
う
で
す
。

史
跡
の
あ
る
場
所
は
、
今

度
出
来
た
コ
ン
ビ
ニ
の
先

の
信
号
（
富
士
見
が
丘
）

を
左
折
し
て
300
ｍ
程
に

あ
り
ま
す
。
こ
の
史
跡
の

案
内
板
に
凄
い
事
が
書
か

れ
て
い
ま
す
の
で
全
文
を

紹
介
し
ま
す
。 

揺
籃
と
は
「
ゆ
り
か
ご
」
の
事
で
す
か
ら
、
こ
の
上
志
津
原

の
直
ぐ
近
く
（
玉
木
二
班
か
ら
数
100
ｍ
東
方
）
は
、
日
本
の
砲

兵
術
が
生
ま
れ
育
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
旅
館

や
料
理
屋
ま
で
あ
る
、
謂
わ
ば
「
砲
兵
射
的
学
校
の
門
前
町
」

だ
っ
た
様
で
、
当
時
そ
の
郊
外
だ
っ
た
上
志
津
原
に
も
「
逢
瀬

の
宿
」（
今
風
に
言
う
と
ラ
ブ
ホ
テ
ル
）
の
１
軒
や
２
軒
あ
っ

た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。（
失
礼
し
ま
し
た
） 

そ
の
時
分
、
射
垜
（
土
手
）
は
南
の
四
街
道
方
向
に
延
び
、

今
の
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
付
近
が
南
端
で
、
そ
こ
（
大
土
手
山
）

は
大
砲
の
実
射
訓
練
時
の
標
的
で
し
た
。
明
治
30
年
に
砲
兵
射

的
学
校
が
四
街
道
に
移
転
す
る
と
、
今
度
は
そ
の
大
土
手
山
方

向
か
ら
、
こ
ち
ら
に
向
け
て
撃
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
付
近
一
帯
が
軍
用
地
だ
っ
た
頃
、
こ
の
地
区
の
３
ヶ
所

に
松
林
が
あ
り
、
軍
は
３
号
林
・
４
号
林
・
５
号
林
と
呼
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
松
林
は
、
陸
軍
野
戦
砲
兵
学
校
（
移

転
後
改
名
）
の
実
射
訓
練
時
、
大
砲
の
標
的
だ
っ
た
の
で
す
。 

「 

標
的 

３
号
林
！
」「 

用
〜
意
・
・
・ 

撃
て
ー
ッ
！
」 

 そ
の
二 

上
志
津
原
町
会 

班
名
の
由
来 

◎
１
組
〜
10
組
＝
ま
だ
町
が
小
さ
か
っ
た
頃
、
最
初
に
で
き
た

10
分
割
時
代
の
班
名
で
す
。
先
ず
３
組
・
４
組
・
５
組
、
先

に
述
べ
た
３
号
林
・
４
号
林
・
５
号
林
だ
っ
た
所
で
す
。
大

砲
が
撃
ち
込
ま
れ
た
松
林
は
伐
採
さ
れ
ま
し
た
が
、
旧
陸
軍

時
代
か
ら
続
い
た
由
緒
あ
る
名
前
の
班
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

そ
の
他
の
組
は
松
林
と
関
係
な
く
適
当
に
番
号
を
割
り
振

っ
た
様
で
、
全
地
域
に
順
不
同
で
ば
ら
つ
い
て
い
ま
す
。 

尚
、
現
在
は
3.4
組
と
統
合
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
元
は
３
組
、

４
組
と
別
々
の
班
で
し
た
。（
7.8
組
も
同
じ
） 

◎
原
１
班
・
２
班
及
び
南
原
１
班
・
２
班
＝
大
田
商
事
は
南
志

津
分
譲
地
と
し
て
売
り
出
し
ま
し
た
が
、
こ
の
辺
り
一
帯
が

通
称
「
原
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
の
で
原
団
地
に
な
り
ま

し
た
。
続
い
て
そ
の
南
側
に
出
来
た
の
が
南
原
団
地
で
す
。 

◎
幸
野
及
び
大
和
台
＝
こ
の
２
班
は
旧
住
所
表
示
の
小
字
名

（
こ
あ
ざ
）
か
ら
き
て
い
ま
す
。
そ
の
小
字
名
の
由
来
は
、

幸
野
は
栃
木
県
出
身
の
入
植
者
が
多
く
「
日
光
中
禅
寺
湖
」

の
別
名
「
幸
野
湖
」
に
ち
な
ん
で
、
大
和
台
は
東
京
都
大
和

村
（
現
在
の
東
大
和
市
）
出
身
が
多
く
、
共
に
望
郷
の
念
か

ら
付
け
ら
れ
た
小
字
名
で
し
た
。 

◎
栗
林
１
班
・
２
班
＝
ク
リ
畑
の
傍
だ
っ
た
こ
と
か
ら
「
栗
林
」

と
言
う
名
称
の
班
が
元
々
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ク
リ
畑
が
宅

地
造
成
さ
れ
団
地
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
５
月
、
そ
の
団
地

が
町
会
に
加
入
す
る
際
に
自
分
達
で
班
名
を
決
め
る
事
に

な
り
ま
し
た
が
「
ク
リ
畑
に
出
来
た
団
地
だ
か
ら
私
達
に
も 

『
栗
林
』
を
使
わ
せ
て
欲
し
い
」
と
町
会
に
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

そ
こ
で
元
か
ら
あ
っ
た
栗
林
班
を
「
栗
林
１
班
」
に
、
新
団

地
の
班
を
「
栗
林
２
班
」
に
し
た
の
で
す
。 

◎
東
邦
＝
東
邦
シ
ー
ト
㈱
の
社
宅
で
す
の
で
、
班
名
も
そ
の
ま

ま
で
す
。 

◎
商
店
街
＝
瀬
田
商
店
（
現
小
森
商
店
）
等
、
唯
一
お
店
の
在

っ
た
地
域
で
し
た
。（
現
在
小
森
商
店
は
、
商
店
街
班
の
世

帯
数
が
過
多
に
な
っ
た
た
め
、
7.8
組
に
移
っ
て
い
ま
す
） 

◎
新
栄
台
＝
当
初
は
丸
十
団
地
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当 

時
の
町
会
が
「
新
し
く
栄
え
る
様
に
」
と
言
う
思
い
を
こ
め

て
新
栄
台
に
変
え
ま
し
た
。 

◎
八
紘
苑
上
・
下
＝
こ
こ
を
買
っ
た
人
に
よ
る
と
造
成
業
者
が

付
け
た
分
譲
地
名
（
商
品
名
）
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
戸
数

が
多
く
立
地
条
件
か
ら
上
・
下
に
分
け
た
の
で
し
ょ
う
。 

◎
玉
木
１
班
・
２
班
＝
入
植
者
の
方
で
当
時
こ
の
地
域
の
班
長

だ
っ
た
、
玉
木
さ
ん
の
お
名
前
を
拝
借
し
て
班
名
に
し
た

よ
う
で
す
。
尚
、
こ
の
２
班
は
上
志
津
原
だ
け
で
は
な
く
、

玉
木
１
班
は
「
中
志
津
」
地
区
を
、
玉
木
２
班
は
「
上
志

津
」
地
区
を
含
ん
で
い
ま
す
。 

◎
光
ヶ
丘
＝
「
栗
林
２
班
」
と
共
に
、
今
年
６
月
に
誕
生
し
た

ば
か
り
の
新
団
地
の
班
で
す
。
同
様
に
町
会
加
入
の
際
、

自
分
達
で
決
め
た
班
名
で
す
。 

 

そ
の
三 

「ふ
れ
あ
い
ど
お
り
」の
由
来 

ⅰ 

元
々
は
国
有
の
防
風
林
だ
っ
た
の
で
す 

 
 

軍
用
地
の
農
地
化
と
い
う
国
策
で
始
ま
っ
た
開
拓
事
業
。

国
は
幹
線
道
路
沿
い
の
幅
10
間
（
18
ｍ
）
は
「
防
風
林
用

地
」
に
し
、
防
風
樹
木
の
植
え
付
け
か
ら
下
草
刈
ま
で
、
一

切
合
切
を
入
植
者
に
任
せ
ま
し
た
。入
植
者
の
皆
さ
ん
は
全

面
に
松
を
植
え
、
ひ
た
す
ら
管
理
を
続
け
て
い
た
の
で
す
。 

ⅱ 

国
は
防
風
林
の
「
払
い
下
げ
」
を
し
た
事
が
あ
り
ま
し
た 

 
 

随
分
「
お
い
し
い
話
」
だ
っ
た
様
で
、
他
の
開
拓
団
は
こ 

ぞ
っ
て
払
い
下
げ
を
受
け
ま
し
た
が
、
上
志
津
原
開
拓
団 

だ
け
が
、
何
故
か
払
い
下
げ
を
受
け
ま
せ
ん
で
し
た
。 

ⅲ 

防
風
林
は
佐
倉
市
に
移
管
さ
れ
ま
し
た 

 
 

平
成
２
年
、国
は
こ
の
防
風
林
を
佐
倉
市
に
移
管
し
ま
し

た
。
そ
し
て
同
時
に
、
松
の
苗
を
植
え
て
以
来
44
年
間
、

入
植
者
の
皆
さ
ん
が
営
々
と
続
け
た
下
草
刈
り
な
ど
の
管

理
も
佐
倉
市
に
返
上
す
る
事
に
な
っ
た
の
で
す
。 

ⅳ 

佐
倉
市
は
こ
こ
に
遊
歩
道
を
造
っ
て
く
れ
ま
し
た 

平
成
10
年
、
防
風
林
の
佇
ま
い
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て

工
事
が
開
始
さ
れ
11
年
に
完
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
「
広

報
さ
く
ら
」
で
そ
の
愛
称
を
募
っ
て
決
ま
っ
た
の
が
「
上
志

津
原
ふ
れ
あ
い
ど
お
り
」
と
い
う
訳
で
す
。 

ⅴ 

小
さ
な
田
舎
町
に
何
故
遊
歩
道
な
の
？ 

 

そ
の
訳
は
以
上
の
様
に
、
上
志
津
原
の
開
拓
団
だ
け
が
国

有
地
の
ま
ま
防
風
林
を
守
り
続
け
て
い
た
為
で
す
。 

他
の
開
拓
団
は
払
い
下
げ
を
受
け
た
後
私
有
地
に
分
割
さ

れ
、
防
風
林
も
消
え
て
無
く
な
り
ま
し
た
。 

 

■
大
変
ユ
ニ
ー
ク
な
遊
歩
道
で
す 

 

先
ず
「
樹
木
の
種
類
が
何
で
も
あ
り
」
な
の
で
す
。「
松
枯 

史跡全景 

砲
術
演
習
場
跡 

佐
倉
藩
は
幕
末
に
洋
式
砲
術
高
島
流
を
取
り
入
れ
、
下

志
津
原
の
こ
の
地
で
演
習
や
試
打
を
行
っ
た
。 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
政
府
が
教
師
と
し
て
招
聘
し
た

フ
ラ
ン
ス
の
ル
ボ
ン
砲
兵
大
尉
は
、
藩
士
大
筑
尚
志
が
築

い
た
と
い
う
射
垜
（
シ
ャ
ダ
＝
土
手
）
を
増
築
し
南
北
三

千
メ
ー
ト
ル
幅
三
百
メ
ー
ト
ル
の
射
的
場
と
し
た
。 

同
十
九
年
陸
軍
砲
兵
射
的
学
校
が
創
立
さ
れ
付
近
に
は

料
理
屋
、
旅
館
な
ど
の
街
が
つ
く
ら
れ
、
当
時
、
下
志
津

原
一
丁
目
と
呼
ん
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
年
に
、

四
街
道
に
射
的
学
校
は
移
さ
れ
た
。 

昭
和
四
十
年
、
同
校
関
係
者
有
志
に
よ
り
こ
の
碑
は

建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

昭
和
五
十
七
年
三
月
三
日 

 

佐 

倉 

市 

会 

長 

広 

報 

（第
二
部 

完
） 



№ 4             上 志 津 原 た よ り              336号                                             

  

年代 S→H その時の出来事 

20年11月 国策 旧軍用地の農地化が始まり視察団が訪れる。 

20年12月 元陸軍野戦砲兵学校や航空隊の将校達の先導で、下志津

開拓団が結成される。 

21年 １月 入植開始：第１次入植者44名。（うち、12名は間もなく

離脱）。下志津開拓団に勝田分団結成。この分団がこの町

の元祖です。但し住むに家なし、千葉 若松町の元第５航

空教育隊兵舎や西福寺に起居していました。 

21年 ３月 合宿所建設：若松町の兵舎を解体した古材で 3 棟建設。

場所はダイナミックＧ北側の低地でした。【上の写真】 

21年 ４月 幹線道路沿いの防風林に植樹始まる。（入植者達は松を植

えましたが、当時の松は殆ど枯れてしまいました） 

21年 ９月 サツマイモの初収穫：食料事情は深刻でしたがこれで救

われました。（野草は勿論、蛇・ヒキガエル・更には軍需

品だった、風船爆弾の糊の原料まで食べました） 

21年秋～ 

22年春 

個人住宅建設：兵舎を解体した古材で、一人の大工の指

導の下、皆で協力して順次全世帯の住宅を建てました。

６畳１間・土間３坪の全棟統一規格でしたが、居住性は

悪く布団の上に雪が積もる事もありました。 

22年 入植者は34世帯に（うち独身世帯が21）。一時は50世帯

超でしたが、厳しい生活環境で脱落者が相次いだのです。 

23年３月 上志津開拓農業協同組合設立（47 年解散）。24 年作成の

「上志津開拓農業協同組合地区地図」によると37戸。 

23年春 電灯導入：電柱を準備するのも電柱を立てるのも、入植

者の皆さんの共同作業でした。 

26年 25年に確定測量、26年に土地が登記され、国有開拓地が

払い下げられた。１戸あたり２町歩。（それまでは国が進

める開拓を入植者が請け負う形でした） 

28年 地名が「上志津原」に決まり、上志津から分離。（それま

では印旛郡志津村上志津無番地でした） 

「佐倉市上志津原確定図」によると47戸。（開拓者37戸、

増反５戸、鹿放から５戸） 

29年 ４月 上志津原町会発足：それまでは上志津に所属していまし

た。尚、この頃の集会場は現「森本水道」前の防風林に

建てられていた「開拓組合のスイカの集荷場」でした。 

29年11月 第１回運動会開催：入植者の親睦と子供たちのために始

めました。会場は現在の児童公園です。当時ここは将来

共同墓地にするため、開拓団が持っていた共有地でした。 

30年 ４月 上志津原土地改良区設立。畑地かんがい事業の取り組み

始まる。32年かんがい施設完成。 

30年 ８月 第１回盆踊り大会開催。 

39年 防風林に桜植樹：佐倉市の市制10周年を記念して。 

東京オリンピックの年ですが、この時の世帯数47戸。 

39年 ３月 企業進出１号：「光莫大小」。ここに勤める人も多く、町

会イベント景品の大半はここからの寄贈でした。 

40年 

頃から 

第一次宅地造成ラッシュ：原団地・南原団地・商店街・

八紘苑・新栄台などはこの頃から造成が始まりました。 

42年 ４月 世帯数が100戸を超える。（120戸） 

44年 志津浄水場建設、給水を開始。（40年送水開始の記録も） 

45年 ４月 世帯数200戸。この年に市街化調整区域に指定される。 

46年 ４月 自治会館「青年館」運営委員会が設立：竣工年月の記録が

ありませんが、竣工と同時に設立されたものと思われます 

48年 ３月 幹線道路舗装開始：最初は上志津原十字路 → 勝田川間 

48年 ４月 世帯数300戸を超える。（305戸） 

48年 ５月 「上志津原たより」創刊：長谷川定房さんが主宰するボラ

ンティアでした。新住民と融合の為に創刊された様です。 

48年 ６月 子供会設立。 

48年10月 グランド開設。（斉藤石油裏） 

48年 ４月 上志津中学校開校：志津中学校までの通学は大変でした。 

49年 ４月 南志津小学校開校：上志津原と角栄団地の生徒増に対応。 

50年 ４月 少年野球チーム「スターズ」発足。（10年12月解散。中志

津ジュニアスターズと対等合併、「南志津ツインズ」に） 

50年11月 老人クラブ双葉会設立…町会公認のサークルです 

50年11月 青年館前公園に赤い羽根共同募金により、ジャングルジム

などの遊具が設置された。 

53年 ４月 世帯数400戸を超える。（405戸） 

53年 ６月 野球チーム「キングスターズ」発足。 

54年 ４月 原グランド開設：現在の町営「原グランド」です。 

56年11月 第１回 スポーツ大会開催。 

61年 ７月 上志津四区と防災姉妹地区締結。 

61年11月 第1回福祉少年野球大会でスターズが優勝。 

62年 ３月 「上志津原のあゆみ展」開催：（青年館にて）「千葉日報」

「広報さくら」で大きく報道される。 

平成元年 盆踊りの櫓更新：現在のものです。新設工事代120万円の

大半は「櫓新規製作特別寄付」を募って集めました。 

２年 ４月 世帯数500を超える。（515戸） 

２年 幹線道路沿いの防風林が、国から佐倉市に移管される。 

２年10月 「上志津原たより」200号：「千葉日報」に「町会広報紙が

200号、創刊から18年、地域に密着」と大きく報道される。 

３年 南志津クリニックが開設される。 

６年４月 自治会館建設委員会発足。７年４月、建設負担金徴収開始。 

９年11月 自治会館竣工：愛称は「はらトピア」に決まる。 

11年 9月 遊歩道完成：国から移管された防風林に佐倉市は遊歩道を

造ってくれました。「上志津原ふれあいどおり」です。 

15年12月 特別養護老人ホーム「ゆたか苑」が開設される。 

17年～ 第二次宅地造成ラッシュ始まる：規制緩和政策により事実

上の市街化調整区域の撤廃となり、住宅団地が各所に建設 

18年 ６月 新班誕生：新団地に入居が始まり、「光ヶ丘班」と「栗林

二班」が誕生しました。     【第三部 完】 

上志津原の建物第１号「入植者の合宿所」 
その四  

上志津原の 
歴史年表 

【編
集
後
記
】 

 

今
回
、
上
志
津
原
た
よ
り
「
臨
時
増

刊
号
」
発
行
が
、
町
会
会
員
の
皆
さ
ん

と
と
も
に
上
志
津
原
の
生
い
立
ち
（
歴

史
）
や
町
会
の
自
治
運
営
に
つ
い
て
理

解
を
頂
く
の
に
少
し
で
も
お
役
に
立

て
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

困
難
な
開
拓
期
を
経
て
、
600
戸
を

数
え
る
町
会
が
構
築
さ
れ
、
昨
今
の
急

激
な
造
成
・
宅
地
開
発
で
新
た
な
居
住

者
を
迎
え
、
町
会
の
役
割
が
益
々
重
要

と
な
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
が
暮
す
「
上
志
津
原
」
の
町

が
、
よ
り
良
い
町
で
あ
り
続
け
る
た
め

に
先
人
の
築
い
た
歴
史
と
伝
統
を
守

り
つ
つ
更
な
る
発
展
に
向
け
て
、
こ
の

増
刊
号
で
町
会
が
抱
え
る
課
題
を
共

有
し
、
新
た
な
一
歩
に
向
け
た
起
点
と

な
れ
ば
幸
甚
で
す
。 

れ
」
し
た
後
、
入
植
者
達
が
銀
杏
等

思
い
思
い
の
樹
木
を
補
植
し
た
か

ら
で
、
そ
の
つ
い
で
に
楽
し
み
の
花

木
（
椿
等
）
も
植
え
た
様
で
す
。 

桜
が
多
い
の
は
昭
和
39
年
、
佐
倉

市
の
市
制
10
周
年
を
記
念
し
て
皆

で
植
え
た
の
が
始
ま
り
で
す
。 

 

 

そ
し
て
最
も
ユ
ニ
ー
ク
な
の
が
、

市
有
地
に
も
関
わ
ら
ず
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
な
花
壇
や
花
畑
が
た
く
さ
ん

あ
る
こ
と
で
、
そ
の
自
由
さ
は
他
に

類
を
見
な
い
も
の
で
す
。 

本
当
は
大
っ
ぴ
ら
に
出
来
な
い

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
黙
認
し
て

い
る
の
は
「
44
年
間
の
防
風
林
時

代
の
実
績
」
を
鑑
み
た
、
佐
倉
市
の

心
意
気
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
て
専
門
家
が
設
計
・
施
工
し

た
「
統
制
美
の
遊
歩
道
」
と
違
っ
て
、

肩
の
凝
ら
な
い
癒
さ
れ
る
遊
歩
道

に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

■
「
ふ
れ
あ
い
ど
お
り
」
を 

も
っ
と
花
一
杯
に 

そ
の
為
に
は
…
花
を
植
え
て
い

る
人
達
は
、
自
分
の
花
壇
の
中
だ
け

で
な
く
、
そ
の
境
界
も
草
ぼ
う
ぼ
う

に
し
な
い
事
が
必
要
で
し
ょ
う
。 

下
草
刈
り
の
時
に
花
を
一
緒
に
刈

り
取
ら
な
い
様
、
佐
倉
市
が
「
心
意

気
」
を
、
業
者
さ
ん
も
「
気
配
り
」

を
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

「
作
業
し
易
い
よ
う
な
配
慮
」
を
し

て
応
え
た
い
も
の
で
す
。 

  

西コースの築山に 
咲いた「ゆりの花」 


