
其の

190

　　　文化財課 　２2-1720
（博物館）　 ２２-2028

「
日
本
一
」
の
農
業
を
作
っ
た
人
々

　
「
農
業
日
本
一
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、

本
市
の
農
業
は
発
展
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
本
市
で
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
農
業

が
発
展
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
一
つ
の
理
由
と
し
て

は
豊
川
用
水
の
通
水
が
挙
げ
ら
れ
ま
す

が
、
実
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
理
由
が
あ

り
ま
し
た
。

　
本
市
が
位
置
す
る
渥
美
半
島
は
水
が
少

な
く
、
そ
の
上
、
強
い
酸
性
の
土
壌
で
作

る
こ
と
の
で
き
る
作
物
が
限
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
昭
和
30
年
の
「
農
業
セ
ン
サ
ス
」

を
見
る
と
夏
作
の
約
75
％
が
サ
ツ
マ
イ

モ
、
冬
作
の
約
80
％
が
麦
で
し
た
。
当
時

の
人
々
は
今
の
農
家
の
よ
う
に
作
り
た
い

作
物
を
作
る
の
で
は
な
く
、
渥
美
半
島
の

水
と
土
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
作
物
を
作

る
と
い
う
、厳
し
い
制
約
を
抱
え
な
が
ら
、

農
業
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
新
し
い
技
術

を
導
入
す
る
こ
と
で
、
高
い
付
加
価
値
を

持
っ
た
農
業
を
こ
の
渥
美
半
島
で
行
う
こ

と
を
考
え
た
人
が
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
小

塩
津
の
研
究
熱
心
な
農
家
で
あ
っ
た
岡
田

儀ぎ
は
ち八
で
す
。
昭
和
初
期
の
渥
美
半
島
で
は

芋
や
麦
と
い
う
安
価
な
作
物
の
埋
め
合
わ

せ
の
た
め
に
、
桑
畑
を
作
り
、
養よ
う
さ
ん蚕
業
を

営
む
こ
と
で
現
金
収
入
を
得
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
生
糸
は
過
剰
生
産
や
需
要

の
落
ち
込
み
の
影
響
に
よ
っ
て
価
格
の
暴

落
が
あ
り
、安
定
し
た
収
入
に
は
な
ら
ず
、

さ
ら
に
、
こ
の
地
域
以
外
に
も
代
わ
り
は

い
く
ら
で
も
あ
る
も
の
で
し
た
。
そ
の
た

め
、
儀
八
は
養
蚕
業
の
代
わ
り
と
な
る
渥

美
半
島
な
ら
で
は
の
新
し
い
作
物
を
作
ら

な
け
れ
ば
渥
美
半
島
の
農
業
に
は
先
が
無

い
と
考
え
た
よ
う
で
す
。

　
そ
こ
で
儀
八
は
、
渥
美
半
島
の
温
暖
な

気
候
に
着
目
し
、
温
室
を
利
用
し
た
施
設

園
芸
に
可
能
性
を
見
い
だ
し
ま
し
た
。
す

で
に
先
行
し
て
施
設
園
芸
を
営
ん
で
い
た

豊
橋
の
農
家
の
下
へ
弟
を
弟
子
入
り
さ

せ
、
温
室
栽
培
と
温
室
建
設
の
技
術
を
小

塩
津
へ
導
入
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
儀

八
は
わ
ず
か
１
年
で
温
室
の
建
設
費
を
取

り
戻
す
ほ
ど
の
収
益
を
上
げ
ま
し
た
。
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
渥
美
、
赤
羽
根

地
域
の
農
家
は
施
設
園
芸
を
積
極
的
に
取

り
入
れ
、
熱
心
に
研
究
を
始
め
ま
し
た
。

　

地
元
の
施
設
園
芸
へ
の
熱
意
を
受
け

て
、
県
や
渥
美
郡
、
地
元
の
有
志
と
共
同

で
、
昭
和
27
年
に
和
地
に
「
渥
美
郡
暖
地

園
芸
試
験
場
」
が
発
足
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
試
験
場
は
、
渥
美
、
赤
羽
根
な
ど
の
農

業
を
志
す
若
者
た
ち
を
練
習
生
と
し
て
受

け
入
れ
、
菊
の
栽
培
密
度
や
電
照
菊
の

品
種
選
定
、
露
地
栽
培
作
物
の
選
定
な

ど
、
こ
れ
ま
で
、
個
人
の
経
験
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
知
識
を
体
系
的
に
ま

と
め
、
練
習
生
た
ち
に
伝
え
ま
し
た
。
付

加
価
値
の
高
い
農
業
を
行
う
上
で
の
基
礎

知
識
を
得
た
若
者
は
、
自
ら
農
業
を
営
ん

で
い
く
中
で
そ
の
知
識
を
深
化
さ
せ
、
独

自
の
競
争
力
を
獲
得
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
昭
和
43
年
の
豊
川
用
水
の
通
水
後
、
渥

美
半
島
の
農
業
は
大
き
く
発
展
し
ま
す
。

７
年
後
に
は
日
本
の
生
産
農
業
所
得
の
１

～
３
位
を
赤
羽
根
町
、
渥
美
町
、
田
原
町

で
独
占
す
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

結
果
の
背
景
に
は
、
将
来
を
見
据
え
、
新

し
い
農
業
に
挑
戦
し
、
技
術
を
開
発
し
て

い
っ
た
儀
八
を
は
じ
め
と
す
る
先
人
た
ち

の
存
在
が
あ
っ
た
の
で
す
。　
　
（
山
本
） ▲渥美郡暖地園芸試験場

▲施設園芸の導入に尽力した岡田儀八
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