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明
治
農
法

　

明
治
維
新
後
、「
文
明
開
化
」
と
と
も
に
「
殖
産

興
業
」
が
叫
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、

全
国
各
地
に
紡
績
工
場
や
製
鉄
工
場
が
作
ら
れ
た
の

で
す
。
他
に
も
、
鉄
道
の
建
設
や
建
物
の
洋
風
化
も

進
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
の
産
業
政
策
と
い

う
と
、
工
業
を
中
心
と
し
た
西
欧
化
と
い
う
印
象
が

強
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
目
に
見
え
や
す
い
「
文
明
開

化
」「
殖
産
興
業
」
の
一
方
で
、
地
道
に
技
術
改
良
、

近
代
化
が
進
め
ら
れ
て
い
た
産
業
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
農
業
で
す
。
明
治
後
期
、
日
本
の
世
帯
数
は
約

一
千
万
戸
（
人
口
は
四
千
万
人
台
）
で
し
た
が
、
農

家
数
は
そ
の
半
分
を
占
め
て
い
ま
し
た
。
実
は
、
明

治
に
お
け
る
日
本
の
基
幹
産
業
は
農
業
だ
っ
た
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
農
業
の
近
代
化
も
、
明
治
に
お

け
る
産
業
政
策
の
重
要
な
課
題
だ
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
で
は
農
業
の
分
野
で
、
ど
の
よ
う
な
技
術
改

良
が
行
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？ 

主
な
も
の
と
し

て
は
、
牛
馬
や
新
し
い
農
具
を
用
い
た
深し
ん
こ
う耕

、
肥
料

の
効
果
的
使
用
、
品
種
改
良
、
耕
地
整
理
な
ど
が
あ

り
、こ
れ
ら
を
総
括
し
て
「
農
事
改
良
」「
明
治
農
法
」

な
ど
と
称
し
て
い
ま
す
。
こ
の
明
治
農
法
の
普
及
は
、

農
作
物
の
収
穫
量
を
大
幅
に
増
加
さ
せ
、
近
代
化
が

進
む
日
本
の
食
生
活
を
支
え
た
の
で
す
。

宮
城
県
の
農
事
改
良

　

宮
城
県
で
も
、
明
治
時
代
に
は
様
々
な
農
業
技
術

の
改
良
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
で
も
重
点
的
に

取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
水
田
稲
作
と
養
蚕
で
し
た
。

　

か
つ
て
仙
台
藩
産
の
米
は
、
江
戸
の
市
場
に
大
量

に
出
荷
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
、

急
速
に
品
質
が
低
下
し
、
市
場
評
価
が
下
落
し
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
宮
城
県
の
米
生
産
は
、
気
象
条
件

な
ど
か
ら
、
反
収
は
全
国
で
も
最
低
レ
ベ
ル
の
一
反

歩
（
約
一
〇
ア
ー
ル
）
あ
た
り
一
五
〇
キ
ロ
強
に
と

ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
昔
も
今
も
、
宮
城
県
の
農
業

は
水
田
稲
作
が
中
心
で
す
の
で
、
米
の
収
量
と
品
質

の
ア
ッ
プ
は
、
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
の
で
す
。

　

詳
し
い
こ
と
は
省
略
し
ま
す
が
、
宮
城
県
内
で
も

農
事
改
良
が
実
践
さ
れ
た
結
果
、
大
正
時
代
の
米
の

平
均
反
収
は
三
〇
〇
キ
ロ
近
く
に
ま
で
増
加
し
、
全

国
平
均
に
も
か
な
り
近
づ
い
た
の
で
す
。

　

一
方
、
養
蚕
は
明
治
時
代
の
重
要
産
業
に
成
長
し

て
い
た
生
糸
の
原
料
生
産
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て

重
要
視
さ
れ
ま
し
た
。
蚕
の
餌
と
な
る
桑
を
植
え
る

畑
は
急
速
に
増
え
、
山
林
や
河
原
な
ど
も
次
々
と
開

墾
さ
れ
、
桑
が
植
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

養
蚕
へ
の
取
り
組
み

　

こ
う
し
た
農
事
改
良
に
は
、
各
地
の
篤
農
家
が
県

や
市
町
村
な
ど
と
連
携
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
そ

の
代
表
的
な
人
物
の
一
人
が
、
錦に
し
き
ど
か
げ
く
に

戸
景
訓
で
す
。

　

景
訓
は
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
、
仙
台
藩
の

中
級
藩
士
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
藩
校
・
養
賢
堂

で
学
ん
だ
後
、
戊
辰
戦
争
に
従
軍
し
ま
し
た
が
、
戦

後
は
宮
城
郡
七
北
田
村
（
現
、仙
台
市
泉
区
）
に
住
み
、

農
業
を
志
し
ま
し
た
。

　

景
訓
は
、
農
業
の
進
化
が
地
域
や
国
を
発
展
さ
せ

る
も
の
と
認
識
し
、
先
進
地
か
ら
指
導
者
を
招
聘
し

な
が
ら
、
積
極
的
に
農
事
改
良
に
取
り
組
み
、
そ
の

普
及
に
努
め
た
の
で
す
。
例
え
ば
稲
作
で
は
、
馬ば

こ
う耕

の
普
及
や
栽
培
技
法
の
改
良
に
取
り
組
み
、
自
費
で

馬
耕
用
の
農
具
を
購
入
し
、
こ
う
し
た
機
械
を
購
入

で
き
な
い
人
た
ち
に
貸
与
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
景
訓
が
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
の
が
養
蚕

で
す
。
景
訓
は
、
村
人
た
ち
に
桑
の
苗
木
を
無
償
配

布
し
た
ほ
か
、
長
野
県
に
自
分
の
子
供
を
派
遣
し

て
養
蚕
を
学
ば
せ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
養
蚕
だ
け
で

な
く
生
糸
生
産
ま
で
一
貫
し
て
行
う
こ
と
が
、
地
域

の
産
業
振
興
に
よ
り
役
立
つ
と
考
え
、
明
治
二
十
三

（
一
八
九
〇
）
年
、
自
分
の
屋
敷
内
に
水
車
を
利
用
し

た
製
糸
工
場
を
創
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
農
事
改
良
に
熱
心
に
取
り
組
ん
だ

景
訓
は
、
現
在
の
農
業
協
同
組
合
の
前
身
と
も
言
う

べ
き
農
会
の
役
員
と
な
り
、
さ
ら
に
は
県
農
会
や
郡

農
会
の
会
長
も
務
め
て
い
ま
す
。ま
た
景
訓
は
、地
元・

七
北
田
村
収
入
役
の
ほ
か
、
郡
会
議
員
や
県
会
議
員

の
職
を
歴
任
し
、
製
糸
工
場
以
外
に
も
幾
つ
か
の
会

社
の
経
営
に
参
画
す
る
な
ど
、
そ
の
活
動
は
農
業
分

野
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
宮
城
県
の
農
業
振
興
に
大
き
な
足
跡

を
残
し
た
景
訓
は
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
三
月

二
十
七
日
に
没
し
ま
し
た
。
七
十
二
歳
で
し
た
。
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明治時代の仙台　近代化とそのくらし

好評発売中

耕地整理後の水田（宮城郡高砂村　明治41年頃）　明治時代、宮城県内各地で耕地整理を含め、
農業技術の改良が実践され、農業生産は大幅に伸びた

七北田での軍馬の買い付け風景（明治四十一年宮城
郡写真帳）　七北田周辺では、農事改良とともに馬
の飼育も盛んに行われ、軍馬や農耕馬の産地となっ
ていた


