
其の

162

文化生涯学習課 　２３局３６３５
　　　　　　　 　２２局３８１１

　

現
在
の
田
原
市
は
、
日
本
を
代
表

す
る
農
業
生
産
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
豊
川
用
水

の
通
水
の
み
な
ら
ず
、
農
業
経
営
者
の
皆

さ
ん
の
努
力
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
田
原
市
の
農
業
の
大
発
展
を
説

明
し
比
較
す
る
と
き
に
、
渥
美
半
島
は
か

つ
て
「
水
が
少
な
く
や
せ
地
の
た
め
、
以

前
は
イ
モ
と
ム
ギ
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
イ
モ
と
ム

ギ
の
栽
培
、
人
類
の
食
を
支
え
る
こ
の
作
物

が
、
貧
し
さ
と
つ
ら
さ
の
代
名
詞
的
な
扱
い

を
さ
れ
る
の
は
か
わ
い
そ
う
で
す
。

　

現
在
、
田
原
市
の
農
作
物
は
、
花か

き卉
、

露
地
野
菜
な
ど
が
頭
に
浮
か
び
ま
す
が
、

決
し
て
「
サ
ツ
マ
イ
モ
」
は
主
要
な
農
作
物

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
昭
和
24
年

発
刊
の『
渥
美
の
地
理
』（
渥
美
郡
教
育
会
）

に
は
渥
美
半
島
の
サ
ツ
マ
イ
モ
（
甘
藷
）
の

栽
培
を
「
甘か
ん
し
ょ藷
の
国
渥
美
」
と
い
う
章
を

た
て
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
盛
ん
で

あ
っ
た
渥
美
半
島
の
サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
を
記

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
理
由
を
、「
戦
前
に
渥
美
半
島
で
盛

ん
だ
っ
た
養よ
う
さ
ん蚕
が
、
昭
和
は
じ
め
の
世
界
恐

慌
と
と
も
に
衰
退
し
、
蚕
用
の
桑
畑
が
甘

藷
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
渥
美
半
島
の
地
質
は
や
せ
地
、
暖

か
い
地
と
い
う
の
も
甘
藷
の
栽
培
に
は
適
し

て
い
る
」
と
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
渥
美

半
島
は
愛
知
県
で
一
番
の
サ
ツ
マ
イ
モ
生
産

量
で
し
た
。
ま
た
、
こ
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
加

工
す
る
澱で
ん
ぷ
ん粉
工
場
数
も
県
内
一
で
、
昭
和

21
年
に
は
、
38
％
が
澱
粉
加
工
用
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

　

サ
ツ
マ
イ
モ
の
生
産
の
多
い
渥
美
半
島
に

は
、
戦
後
の
食
糧
不
足
の
た
め
、
買
出
し

に
多
く
の
人
た
ち
が
訪
れ
ま
し
た
。
当
時

の
渥
美
線
の
賑
わ
い
は
、
渥
美
半
島
に
「
イ

モ
景
気
」
に
湧
い
た
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。

ま
さ
に
「
サ
ツ
マ
イ
モ
の
国
」
だ
っ
た
わ
け

で
す
。

　

田
原
市
は
明
治
33
年
に
鈴
木
菊
次
郎
に

よ
る
画
期
的
な
方
法
で
改
良
・
発
展
し
た

水
飴
・
飴
菓
子
、
ゼ
リ
ー
の
生
産
が
盛
ん
で

し
た
。
昭
和
の
は
じ
め
こ
ろ
、
森
永
製
菓

の
原
料
飴
は
、
東
京
の
会
社
と
田
原
市
の

伊
藤
製
飴
で
ま
か
な
わ
れ
た
ほ
ど
で
し
た
。

さ
ら
に
、
サ
ツ
マ
イ
モ
の
生
産
と
澱
粉
加
工

が
拍
車
を
か
け
、
田
原
市
の
水
飴
生
産
は

　

サ
ツ
マ
イ
モ
と
渥
美
半
島

【
表
紙
の
写
真
】高
齢
者
福
祉
施
設
慰
問（
中
山
保
育
園
）

▼
長
い
人
生
山
あ
り
谷
あ

り
。そ
れ
を
笑
顔
で
乗
り
越

え
て
き
た
お
年
寄
り
の
お
顔

に
は
た
く
さ
ん
の
し
わ
が
刻
ま
れ
て

い
ま
す
。そ
の
し
わ
は
人
生
の
勲
章

の
よ
う
に
見
え
ま
す
。こ
れ
か
ら
も

笑
顔
の
し
わ
を
刻
め
る
よ
う
お
年
寄

り
が
安
心
し
て
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
街

に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

し
た
。（
Ｏ
）

ま
す
ま
す
発

展
し
ま
し
た
。

渥
美
半
島
は
「
飴
」

の
ま
ち
、
大
げ
さ
に
い

え
ば
、「
隠
れ
た
甘
味
の
ふ
る
さ
と
」
で
も

あ
っ
た
の
で
す
。
豊
橋
周
辺
の
佃
煮
も
、
砂

糖
の
代
わ
り
に
渥
美
半
島
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を

原
料
と
し
た
水
飴
を
使
い
「
照
り
」
が
特

徴
の
佃
煮
を
開
発
し
ま
し
た
。
食
に
は
地

域
の
歴
史
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

田
原
市
の
産
業
発
展
の
歴
史
に
サ
ツ
マ
イ

モ
の
存
在
は
重
要
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
こ

に
は
渥
美
半
島
の
地
勢
を
利
用
し
た
、
先

人
の
努
力
が
見
え
ま
す
。
そ
の
精
神
を
受

け
継
ぐ
こ
と
は
、
今
後
の
田
原
市
の
発
展
に

つ
な
が
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（

増
山
）
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