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循
環
型
農
業
の
お
手
本

　

何
も
な
い
大
地
に
一
か
ら
デ
ザ
イ
ン
さ
れ

た
三
富
新
田
は
、
畑
作
業
に
適
し
た
都
市
計

画
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ケ
ヤ
キ
並
木
に
沿
っ

て
並
ぶ
短
冊
型
の
敷
地
は
、
循
環
型
農
業
の

お
手
本
と
も
い
え
る
工
夫
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
三
富
新
田
の
開
発
は
決
し
て
容
易
で

は
な
く
、
開
拓
農
民
た
ち
の
血
が
に
じ
む
よ

う
な
努
力
と
知
恵
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ

た
の
で
し
た
。

世
界
的
に
高
評
価

　

南
米
チ
リ
の
砂
漠
化
の
防
止
策
と
し
て
、

三
富
新
田
の
土
地
利
用
を
手
本
にJIC

A

（
日

本
国
際
協
力
事
業
団
）
が
技
術
指
導
す
る
な

ど
循
環
型
農
業
と
し
て
評
価
の
高
い
三
富
新

田
。
現
在
、
世
界
農
業
遺
産
認
定
に
向
け
て
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先
人
の
努
力
と
知
恵

　

三
富
の
開
拓
は
幅
六
間
の
道
を
縦
横
に
開

く
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
、
こ
の
道
の
両
側
を

間
口
40
間
（
約
72
ｍ
）、奥
行
３
７
５
間
（
約

６
７
５
ｍ
）
の
短
冊
状
に
区
画
し
、
一
戸
あ

た
り
五
町
歩
（
約
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
ず
つ
配

分
し
ま
し
た
。
右
の
一
軒
分
の
屋
敷
割
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
道
路
に
面
し
た
表
側
を

屋
敷
地
と
し
て
、
そ
の
次
に
耕
地
を
、
い
ち

ば
ん
後
方
を
雑
木
林
と
し
ま
し
た
。

➊
家
の
ま
わ
り
を
囲
む
屋
敷
林
に
は
、
竹
、

け
や
き
、
杉
、
ひ
の
き
、
樫
な
ど
が
植
え
ら

れ
防
風
の
役
目
を
果
た
し
ま
し
た
。
竹
は

し
っ
か
り
と
根
が
は
り
地
震
に
強
く
農
具
や

竹
カ
ゴ
な
ど
竹
細
工
の
材
料
に
利
用
で
き
、

け
や
き
は
高
木
で
技
が
広
が
っ
て
い
る
た
め

夏
は
日
陰
を
作
り
、
冬
に
は
葉
が
落
ち
て
木

洩
れ
日
を
家
の
内
部
に
取
り
人
れ
ら
れ
る
こ

と
、
大
黒
柱
な
ど
の
家
の
材
木
に
利
用
で
き

る
こ
と
、
杉
・
ひ
の
き
は
家
を
造
る
際
に
利

用
で
き
、
材
木
と
し
て
売
れ
る
こ
と
、
樫
は

火
に
強
く
隣
か
ら
の
飛
び
火
を
防
げ
る
こ

と
、
樫
の
実
（
じ
ん
た
ん
ぼ
）
を
食
用
と
で

き
る
こ
と
と
い
う
よ
う
に
樹
木
そ
れ
ぞ
れ
の

↑三富新田を上空からみた景観。規律正しく整理され、きれいな短冊型になっていることには理由がある。

耕
 
地 

雑
木
林 

 

屋
敷
地 

40間 

375間 

竹 

カシ 

ヒノキ 

杉 

ケヤキ 

茶 

 

特集
感謝。

➋

➊

三富新田の地割
短冊型の敷地は、道路に面した表側が➊屋敷地、その次に➋耕地、➌雑木林という構成になってい
ました。家のまわりを囲む屋敷林は竹やケヤキ、ヒノキなどが植えられ、防風の役目を果たしました。
耕地の境には茶の木が植えられ、防風の役目だけでなく、商品ともなりました。雑木林にはナラや
クヌギ、エゴ、アカマツなどが植えられ、防風林として、また燃料となるたきぎや、肥料となる落
ち葉の供給源となっていました。

➊ ➋ ➌

➌

先人の努力と知恵
今も美しい景観を残す三富新田

無駄のない循環型農業

動
き
出
し
て
い
ま
す
。

世
界
農
業
遺
産
認
定
を
め
ざ
す

　

世
界
農
業
遺
産
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
、
土
地
の
環
境
を
活
か
し
た
伝
統
的

な
農
業
・
農
法
、
生
物
多
様
性
が
守
ら
れ
た

土
地
利
用
、
農
村
文
化
、
農
村
景
観
な
ど
を

「
地
域
シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
一
体
的
に
維
持

保
全
し
、
次
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
、
国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
（
Ｆ

Ａ
Ｏ
）
が
立
ち
上
げ
た
も
の
で
「
Ｇ
Ｉ
Ａ
Ｈ

Ｓ
（
ジ
ア
ス
）」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
現

在
世
界
11
か
国
で
25
地
域
が
登
録
さ
れ
、
国

内
で
は
新
潟
県
佐
渡
・
石
川
県
能
登
を
は
じ

め
４
地
域
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

落
葉
堆
肥
に
よ
る
循
環
型
農
業
、屋
敷
林
、

耕
地
、
雑
木
林
の
循
環
型
土
地
利
用
、
里
山

景
観
、
里
山
に
生
き
る
生
物
多
様
性
、
地
域

の
祭
礼
や
さ
ま
ざ
ま
な
年
中
行
事
な
ど
、
上

富
ま
つ
り
の
よ
う
に
地
域
に
根
付
い
た
伝
統

文
化
。
ま
さ
に
世
界
農
業
遺
産
の
理
念
と
一

致
し
て
い
ま
す
。

先
人
に
感
謝

　

先
人
が
開
拓
し
今
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
三

富
新
田
。
私
た
ち
が
暮
ら
す
三
芳
町
に
は
世

界
に
誇
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
ふ
る
さ

と
の
誇
り
。
そ
れ
は
努
力
と
苦
労
を
し
た
先

人
の
お
か
げ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

感
謝
。
■
　
―
特
集　

感
謝
。　

終
―

持
性
を
生
か
し
た
植
林
が
な
さ
れ
、
利
用
さ

れ
ま
し
た
。

➋
農
作
業
の
場
と
な
る
耕
地
は
、
一
日
一
人

分
の
労
働
範
囲
の
目
安
と
な
る
五
畝
単
位
に

区
画
さ
れ
ま
し
た
。「
一
人
前
の
男
子
と
は
、

一
日
に
五
畝
の
畑
を
耕
せ
る
も
の
を
い
う
」

と
い
う
話
が
あ
る
よ
う
に
、
五
畝
を
基
本
に

し
て
、
一
年
の
耕
作
計
画
が
た
て
ら
れ
ま
し

た
。
畑
境
に
植
え
ら
れ
た
お
茶
の
木
は
、
畑

の
土
が
強
風
で
と
ば
さ
れ
な
い
よ
う
防
風
の

役
割
を
す
る
と
と
も
に
、
商
品
作
物
と
し
て

も
有
効
で
し
た
。

➌
雑
木
林
に
は
ナ
ラ
・
エ
ゴ
・
赤
松
な
ど
が

育
て
ら
れ
、
防
風
林
、
燃
料
と
な
る
薪
、
肥

料
と
な
る
落
葉
の
供
給
源
と
し
て
、
農
民
の

生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
し
た
。

い
く
つ
か
の
区
画
に
分
け
ら
れ
た
雑
木
林

は
、
約
15
～
20
年
を
サ
イ
ク
ル
と
し
て
雑
木

の
伐
採
と
若
木
の
育
成
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 　

今
も
残
る
三
富
新
田
の
地
割
。
新
田
開

発
を
計
画
し
た
川
越
藩
、
こ
の
地
で
生
活
を

営
ん
で
き
た
農
民
た
ち
の
努
力
と
知
恵
の
あ

と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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 ▶ Interview

　上富まつり実行委員会　会長：武田　功さん

― 子どもたちにふるさとの誇りを ―

上 富まつりは、山
だ

車
し

を曳
ひ

くのも山車の中でお囃子を演じるの
も子どもたちが中心です。それは、子どもたち
がふるさとに誇りをもってもらいたいという
思いからです。まつりに携わるすべての人に
感謝し、開拓者である私たちの先祖にも感謝
しながら、このまつりをずっと続けていきた
いです。

上富まつり

※ 11/3 に行われたまつりの様子は P27 のフォトニュースでご覧いただけます。


