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③ 

三
富
新
田 

   

○
空
撮
・
三
富
新
田 

             

○
古
絵
図 

                  

    

０
１
・
０
４
・
０
２
・
０
０ 

 

Ｎ 

川
越
イ
モ
の
主
な
産
地
は
、 

 
 
 

三
芳
町

み
よ
し
ま
ち

と
所
沢
市
に
ま
た
が
る 

 
 
 

三
富

さ
ん
と
め

新
田

し
ん
で
ん

で
す
。 

 
 
 

こ
こ
は
今
か
ら
お
よ
そ
３
０
０
年
前
、 

 
 
 

川
越
藩
主
だ
っ
た
柳
沢
吉
保
の
命
に 

 
 
 

よ
っ
て
開
拓
さ
れ
ま
し
た
。 

   

０
１
・
０
４
・
２
４
・
０
０ 

 

Ｎ 

近
隣
の
村
々
か
ら
入
植
し
た
農
家
は 

 
 
 

お
よ
そ
１
８
０
戸
。 

 
 
 

一
戸
あ
た
り
五
町
歩
と
い
う 

 
 
 

大
規
模
な
開
拓
で
し
た
。 

 

０
１
・
０
４
・
３
７
・
０
０ 

 

Ｎ 

開
拓
を
始
め
て
か
ら
お
よ
そ
２
年
後
、 

 
 
 

武
蔵
野
台
地
に
、 

 
 
 

上
富

か
み
と
め

、
中
富

な
か
と
め

、
下
富

し
も
と
め

の
新
し
い
村
が 

 
 
 

出
来
上
が
り
ま
し
た
。 

 
 
 

三
富

さ
ん
と
め

新
田

し
ん
で
ん

の
誕
生
で
す
。 

    

 
 
 

 

三富
さんとめ

新田
しんでん
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上富村地割絵図 
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○
上
富
地
区
の
畑
パ
ン 

        
 

   

○
上
富
地
区
の
畑
俯
瞰 

         

○
雑
木
林 

     
 

○
雑
木
林
か
ら
見
え
る
畑 

    

 

０
１
・
０
４
・
５
３
・
０
０ 

 

Ｎ 

三
富

さ
ん
と
め

新
田

し
ん
で
ん

で
は
、
道
路
の
両
側
に 

 
 
 

短
冊
状
の
土
地
が
配
分
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

そ
の
形
が
、
こ
こ
上
富

か
み
と
め

地
区
に
は 

 
 
 

よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。 

 
０
１
・
０
５
・
１
３
・
０
０ 

 

Ｎ 
配
分
を
受
け
た
農
家
は
、 

 
 
 

道
路
側
か
ら
屋
敷
、
畑
、
雑
木
林
の 

 
 
 

順
に
土
地
を
区
分
し
て
使
い
ま
し
た
。 

 

０
１
・
０
５
・
２
６
・
０
０ 

 

Ｎ 

な
か
で
も
、
雑
木
林
は
、 

 
 
 

燃
料
の
薪
や
堆
肥
の
落
ち
葉
を
供
給
す
る 

重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
 
 

そ
の
た
め
、
畑
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の 

 
 
 

面
積
が
あ
り
ま
し
た
。 

   

０
１
・
０
５
・
４
６
・
０
０ 

 

Ｎ 

三
富
新
田
の
農
家
に
と
っ
て 

 
 
 

雑
木
林
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の 

 
 
 

だ
っ
た
の
で
す
。 

       

④ 

苗
取
り
と
苗
さ
し 

 
 
 
 

三芳町上
みよしまちかみ

富
とめ
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○
農
家
外
観 

             

○
苗
取
り
ロ
ン
グ 

         

○
苗
取
り
ア
ッ
プ 

    
 
 

 
   

 
 

○
苗
取
り
の
伊
東
さ
ん 

 

   

０
１
・
０
６
・
０
８
・
１
５ 

 

Ｎ 

５
月
、
三
芳
町
上

み
よ
し
ま
ち
か
み

富と
め

の
農
家
で
は 

 
 
 

サ
ツ
マ
イ
モ
の
苗
取
り
に 

追
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

        

０
１
・
０
６
・
１
７
・
１
５ 

 

Ｎ 

種
イ
モ
か
ら
伸
び
た
苗
を
抜
き
取
る 

 
 
 

伊
東
さ
ん
。 

 
 
 

入
植
以
来
、
１
２
代
目
の
開
拓
農
家
で
す
。 

      

０
１
・
０
６
・
３
１
・
０
０ 

 

Ｎ 

伊
東
さ
ん
の
苗
床

な
え
ど
こ

は
昔
か
ら
の 

 
 
 

方
法
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

    

伊
東
さ
ん
の
話 

 

「
堆
肥
を
踏
み
込
ん
で
水
と
米
ぬ
か
を 

 

使
っ
て
発
酵
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 

５月 
 
 
 

    三芳町上
みよしまちかみ

富
とめ

 

 
 
 
 

伊東蔵衛さん 

 
 
 

苗床
なえどこ
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○
苗
さ
し
ロ
ン
グ 

 
 

     
 

○
苗
さ
し
ア
ッ
プ 

    

○
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

            

   

そ
の
発
酵
熱
を
発
芽
の
促
進
に
利
用
し
て 

 

い
る
と
い
う
形
の
も
の
な
ん
で
す
ね
」 

      
０
１
・
０
６
・
５
７
・
０
０ 

 

Ｎ 

伊
東
さ
ん
が
作
っ
て
い
る
サ
ツ
マ
イ
モ
は 

 
 
 

ベ
ニ
ア
ズ
マ
な
ど
７
種
類
。 

 
 
 

そ
の
中
に
は
、
か
つ
て 

 
 
 

川
越
イ
モ
の
代
名
詞
だ
っ
た 

 
 
 

ベ
ニ
ア
カ
と
い
う
品
種
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

こ
こ
で
は
、 

三
芳
町
川
越
イ
モ
振
興
会
と
し
て 

 
 
 

地
域
ぐ
る
み
で
ベ
ニ
ア
カ
の
保
存
に 

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
か
ら
続
く
三
富
新
田
。 

昔
は
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
農
業
が 

営
ま
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

     

伊
東
さ
ん
の
話 
 

「
江
戸
の
庶
民
が
サ
ツ
マ
イ
モ
を
食
し
て 

 

生
活
の
中
で
出
た
人
糞
が
、
こ
ん
ど
肥
料 

 

と
し
て
こ
ち
ら
に
戻
っ
て
来
た
。 

や
ま
の
雑
木
林
に
関
し
て
は 

薪
と
し
て
江
戸
に
出
荷
さ
れ
て
い
た
。 

庶
民
が
生
活
に
使
っ
た
灰
が 

肥
料
と
し
て
戻
っ
て
来
た
。 

 

 
堆肥を踏み込んで水と若干の 
米ぬかを使って発酵させ、 
その発酵熱を発芽の促進に 
利用している 

 

江戸の庶民がサツマイモを食し 

人糞が肥料として戻ってきた 

雑木林からは薪が江戸に送られ 

灰として戻ってきた 

 

 
 
 
   苗さし 
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○
苗
さ
し
ア
ッ
プ 

            

 

そ
う
い
う
循
環
が
一
つ
江
戸
時
代
に
あ
っ
た 

わ
け
で
す
。 

こ
の
地
に
置
き
換
え
て
み
れ
ば
、 

落
ち
葉
を
堆
肥
に
使
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
、 

燃
や
し
た
灰
は
文
字
通
り
ま
た
畑
に
還
元
す 

る
。
こ
れ
が
こ
の
林
と
畑
の
中
で
循
環
が 

あ
っ
た
」 

 
             

０
１
・
０
８
・
１
３
・
０
０ 

 

Ｎ 

伊
東
さ
ん
た
ち
は
、 

 
 
 

江
戸
時
代
か
ら
続
く
雑
木
林
を 

 
 
 

ヤ
マ
と
呼
び
、
大
切
に
守
っ
て 

 
 
 

来
ま
し
た
。 

 
 
 

今
も
、
冬
に
、
ヤ
マ
の
落
ち
葉
を 
 
 
 

集
め
て
堆
肥
を
作
り
、 

 
 
 

サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
に
活
用
し
て 

 
 
 

い
ま
す
。 

 
 
 

江
戸
時
代
の
区
割
り
で
は
、
ど
う
し
て 

畑
と
ヤ
マ
が
同
じ
面
積
だ
っ
た
の
で 

し
ょ
う
か
。 

  

 
 
 
 

そうした循環が江戸時代にあった 

  
 
ここでは落ち葉を堆肥に使い 

 燃やした灰は畑に還元する 

 雑木林と畑の間で循環があった 
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○
苗
さ
し
ロ
ン
グ 

   

    

伊
東
さ
ん
の
話 

 

「
当
時
、 

 

自
給
自
足
の
農
業
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら 

 

土
づ
く
り
の
た
め
に
、
堆
肥
を
作
る
た
め
の 

 

雑
木
林
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、 

 
農
家
に
と
っ
て
は
資
産
と
し
て
の
価
値
を
成
し
て 

い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。 

今
も
、
脈
々
と
若
い
世
代
の
人
た
ち
も 

循
環
型
農
法
を
通
し
て
堆
肥
づ
く
り
に 

一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
い
る
姿
が
あ
り
ま
す
」 

         

０
１
・
０
９
・
１
０
・
０
０ 

 

Ｎ 

伊
東
さ
ん
の
苗
さ
し
は
６
月
ま
で 

 
 
 

続
き
ま
す
。 

  

 

 

 

当時は自給自足の農業をしていた 

土づくりのための雑木林だった 

  
 
農家にとって雑木林は大事な資産 

若い人びとも循環型農法を通して 

堆肥づくりに取り組んでいる 


