
特集 感謝。

水
辺
の
開
拓
か
ら

台
地
の
開
拓
へ

　

江
戸
時
代
に
先
行
す
る
戦

国
時
代
か
ら
、
大
規
模
な
治

水
土
木
工
事
に
よ
る
新
田
開

発
が
進
め
ら
れ
、
土
の
肥
え

た
大
河
川
流
域
に
水
田
（
稲

作
新
田
）
地
帯
が
形
成
さ
れ

て
い
き
ま
し
た
。
新
田
開
発

の
進
行
は
、
同
時
に
多
く
の

新
田
村
落
を
生
み
だ
し
、
戦

国
時
代
～
江
戸
時
代
を
通
じ

て
、
全
国
で
数
千
か
ら
１
万

前
後
の
村
が
成
立
し
ま
し
た
。

　

農
業
社
会
で
あ
っ
た
当
時
、
幕
府
や
藩
な

ど
の
領
主
た
ち
は
、
新
田
開
発
を
行
っ
て
耕

地
を
広
げ
、
そ
こ
に
農
民
を
配
置
し
て
い
き

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
新
た
な
耕
地
か
ら
の
収

穫
物
に
よ
り
、
年
貢
の
増
収
を
は
か
ろ
う
と

し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
水
田
の
開
発
が

限
界
に
く
る
と
、
水
に
恵
ま
れ
ず
土
の
や
せ

た
台
地
部
分
に
も
開
発
の
手
が
伸
ば
さ
れ
、

感
謝
。

元禄九年八月、柳沢吉保は開拓農民の心のよりどころとして、上富村に臨
りんざいしゅう

済宗
三
さんぷさん

富山多
たふ く ぜ ん じ

福禅寺、中富村に祈願所として毘
びしゃもんしゃ

沙門社（別当寺多
た も い ん

聞院）を建
こんりゅう

立しました。
出身地の異なる者たちが寄り集まってくる新田村落での生活のため、寺社の建立に
よりなおさら村民としての一体的まとまり、連帯感情を作り出していくことが必要
だったようです。三富新田に入村した農民たちは、この時まで上富村は亀久保村地
蔵院、中富村・下富村は大塚村西福寺を菩

ぼ だ い じ

提寺としていましたが、多福寺建立により、
三村とも多福寺を菩提寺としました。以来、多福寺は三富農民の精神的支柱として
大きな役割を果たしました。

文久三年（1863）に写された開発当時の上富村の地割。地割所有者の名前が記されてい
るほか、掘割や橋があったことがわかる。（多福寺蔵・町指定有形文化財）

５代将軍徳川綱吉に仕え、のちに川越藩主となり、三富新
田の開発に着手しました。（山梨県韮崎市常光寺蔵・写真は
埼玉県立歴史と民族の博物館の複製）

多福寺

上富村地割絵図

柳沢吉保の肖像

↑新緑鮮やかな多福寺（5月撮影）。訪れる人たちに安らぎ
を与えてくれる。秋は紅葉を楽しむことができる。

畑
（
耕
作
新
田
）
地
帯
が
作
ら
れ
て
い
き
ま

し
た
。

開
拓
以
前
の
武
蔵
野

　
「
昔
の
武
蔵
野
は
萱か

や
は
ら原
の
は
て
な
き
光
景

を
以も
っ

て
絶
類
の
美
を
鳴
ら
し
て
い
た
よ
う
に

言
い
伝
え
て
あ
る
が
、
今
の
武
蔵
野
は
林
で

あ
る
。
林
は
実
に
今
の
武
蔵
野
の
特
色
と

い
っ
て
も
宜よ

い
。」
と
、
国く

に
き
だ
ど
っ
ぽ

木
田
独
歩
が
そ

の
代
表
作
『
武
蔵
野
』（
明
治
31
年
１
月
作
）

の
な
か
で
つ
づ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
で

は
雑
木
林
が
武
蔵
野
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

し
か
し
、
冒
頭
の
独
歩
の
表
現
ど
お
り
、

北
を
入
間
川
・
荒
川
、
南
を
多
摩
川
に
は
さ

ま
れ
た
武
蔵
野
地
域
は
か
つ
て
広
大
な
原

野
が
果
て
し
な
く
広
が
り
、
周
辺
農
村
の

入い
り
あ
い
ち

会
地
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
農

民
た
ち
は
、
そ
の
利
用
料
と
し
て
幕
府
や
領

主
川
越
藩
に
金
銭
を
納
め
て
い
ま
し
た
。
当

時
の
武
蔵
野
は
、
農
民
が
生
活
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
必
要
な
屋や
ね
ぶ
き

根
葺
の
萱か

や

、
馬
の

飼し
り
ょ
う料

、
刈か

り
し
き敷

・
堆た

い
ひ肥

な
ど
の
肥
料
、
燃
料
の

供
給
源
と
し
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

だ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
武
蔵
野
に
も
新
田
開
発
の

手
が
入
り
、
新
し
い
村
が
成
立
し
て
く
る

と
、
次
第
に
狭
め
ら
れ
て
い
く
入
会
地
の
利

用
を
め
ぐ
っ
て
、
自
ら
の
権
利
を
守
ろ
う
と

す
る
農
民
同
士
あ
る
い
は
村
同
士
で
対
立
が

起
こ
り
ま
し
た
。
北
武
蔵
野
に
あ
た
る
三
芳

近
辺
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
慶け
い
あ
ん安
二
年

(

１
６
４
９)

以
降
数
度
の
争
い
が
発
生
し
、

幕
府
に
裁さ
い
き
ょ許

を
願
い
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。（
左
上
写
真
参
照
）

柳
沢
吉
保
が
三
富
新
田
　
　

開
拓
に
着
手

　

元げ
ん
ろ
く禄

七
年(

１
６
９
４)

七
月
、
長
年
争

い
を
繰
り
返
し
て
き
た
北
武
蔵
野
の
こ
の
土

地
は
幕
府
評ひ
ょ
う
じ
ょ
う
し
ょ

定
所
の
判
断
で
、
川
越
藩
の

領
地
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
よ

り
川
越
藩
主
柳や
な
ぎ
さ
わ沢

吉よ
し
や
す保

は
、
新
田
開
発
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

吉
保
の
命
を
う
け
た
曽そ
ね
ご
ん
だ
ゆ
う

根
権
太
夫
を
は

じ
め
と
す
る
家
臣
た
ち
は
、
ま
ず
開
発
に

従
事
す
る
農
民
を
集
め
ま
し
た
。
開
発
が

は
じ
ま
っ
て
か
ら
約
２
年
後
の
元
禄
九
年

(

１
６
９
６)

五
月
に
検
地
が
行
わ
れ
、
上か

み

富と
め

91
屋
敷
・
中な

か

富と
め

40
屋
敷
・
下し

も

富と
め

49
屋
敷
、

合
計
１
８
０
屋
敷
の
新
し
い
村
が
で
き
あ
が

り
ま
し
た
。
三
富
新
田
の
誕
生
で
す
。「
富
」

の
つ
い
た
村
の
名
前
は
、
中
国
の
孔こ
う
し子
の
教

え
に
基
づ
く
も
の
で
、
豊
か
な
村
に
な
る
よ

う
に
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

三
富
新
田
産
み
の
親
　
　
　

柳
沢
吉
保
と
は

　

吉
保
は
万ま

ん

治じ

元
年（
１
６
５
８
）江
戸
市
ヶ

元禄七年
秣
まぐさばそうろんさいきょじょう
場争論裁許状

写真の絵図は裁許状の
裏面に描かれたもので、
元禄七年の裁許で川越
藩領とされた範囲が示
されています。絵図中
央の濃い色の部分が立
野として領有が認めら
れた所であり、ここが
後に「三

さん

富
とめ

」として開拓される範囲にあたります。この元禄七年の裁許を受けて、
当時の川越藩主であった柳沢吉保は三富の開拓を推し進めていくことになります。

谷
で
生
ま
れ
、
父
安や

す

忠だ
た

の
俸ほ

う

禄ろ
く

５
３
０
石
を

継
承
し
館
た
て
ば
や
し林
藩
主
徳
川
綱
吉
に
仕
え
ま
し

た
。
幼
い
頃
か
ら
学
問
を
好
み
、
武
芸
の
修

行
に
励
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
元
禄
元

年
（
１
６
８
８
）
に
は
、
１
万
石
の
加
増
を

受
け
て
５
代
将
軍
綱
吉
の
側そ
ば
よ
う
に
ん

用
人
と
な
り
、

将
軍
側
近
と
し
て
幕
府
政
治
を
掌
つ
か
さ
どる
こ
と
と

な
り
ま
す
。
さ
ら
に
元
禄
七
年
に
は
武
蔵
国

川
越
藩
主
を
命
じ
ら
れ
７
万
２
千
３
百
石
の

大
名
と
な
り
ま
す
。

　

吉
保
は
川
越
藩
主
と
し
て
民
政
に
意
を
注

ぎ
着
任
後
わ
ず
か
半
年
で
三
富
新
田
の
開
発

に
乗
り
だ
す
な
ど
の
大
き
な
業
績
を
残
し
て

い
ま
す
。
宝ほ
う

永え
い

元
年
（
１
７
０
４
）
に
は
甲

府
藩
15
万
石
の
藩
主
（
実
高
22
万
石
）
に
取

り
立
て
ら
れ
、
父
祖
の
故
郷
に
錦
を
飾
る
と

と
も
に
川
越
藩
主
時
代
を
上
回
る
業
績
を
残

し
ま
す
。
し
か
し
、
宝
永
六
年
綱
吉
の
死
去

に
よ
り
吉
保
も
隠
退
し
、
長
子
吉
里
に
家
督

を
譲
り
５
年
後
の
正
し
ょ
う

徳と
く

四
年
（
１
７
１
４
）

駒
込
六り
く
ぎ
え
ん

義
園
で
57
歳
の
生
涯
を
終
え
ま
す
。

吉
保
の
遺
骸
は
甲
州
永え
い
け
い
じ

慶
寺
に
葬
ら
れ
、
そ

の
後
享き
ょ
う
ほ
う保
九
年
（
１
７
２
４
）
に
柳
沢
家

が
大
和
郡
山
に
国
替
え
の
折
、
恵り
え
ん
じ

林
寺
の
信

玄
霊
城
の
隣
に
改
葬
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
生
し
ょ
う
る
い
あ
わ
れ

類
憐
み
の
令
」
や
「
忠ち

ゅ
う
し
ん
ぐ
ら

臣
蔵
」
な
ど

徳
川
幕
府
の
悪
政
に
か
か
わ
っ
た
と
の
世
評

も
あ
る
吉
保
で
す
が
、
三
富
新
田
開
拓
推
進

の
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
大
恩
人
と
し
て
そ
の

業
績
が
今
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

特集

特集
感謝。

町
が
誇
る
日
本
の
里
１
０
０
選
に
選
ば
れ
た
三さ
ん
と
め富

新し
ん
で
ん田

。
細
長
い
短
冊
型
の

地
割
が
続
く
美
し
い
景
観
を
今
も
残
す
こ
の
三
富
新
田
が
出
来
る
ま
で
に

は
、
開
拓
農
民
の
血
が
に
じ
む
よ
う
な
努
力
と
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
…
…
。
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