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農業遺産・
砥部のみかん小屋

　

県
内
の
近
代
化
遺
産
調
査
が

実
施
さ
れ
て
い
る
中(

※
１)

、

面
白
い
遺
産
群
が
見
つ
か
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
農
業
分
野
に
お

け
る
実
に
愛
媛
ら
し
い
文
化
遺

産
で
も
あ
る
。

　

砥
部
町
外と

山や
ま

地
区
に
お
け

る
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て

多
く
建
て
ら
れ
た
“
み
か
ん
小

屋
”群
の
発
見
が
そ
れ
で
あ
る
。

み
か
ん
用
の
農
業
倉
庫
は
、
き
っ
と
各
み
か
ん

産
地
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
こ
外
山
地
区
の
場
合
は
少
し
そ
の
状

況
、
形
態
が
特
異
で
あ
る
。
何
葉
か
の
写
真
を

見
て
頂
く
と
お
判
り
頂
け
る
か
と
思
う
が
、
特

徴
的
で
独
特
な
フ
ォ
ル
ム
を
し
て
い
る
。
平
屋

の
も
の
も
あ
る
が
、
二
階
建
て
形
式
の
屋
根
は

切
妻
。
外
壁
は
粗
壁
仕
立
て
の
ま
ま
の
も
の
が

多
く
、
シ
ン
プ
ル
で
素
朴
な
佇
ま
い
を
見
せ
て

い
る
。
個
性
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
が
、
粗
壁

の
中
に
同
様
の
規
定
幅
が
あ
る
の
か
、
幅
60
㎝

ほ
ど
の
開
き
戸
を
等
間
隔
に
配
し
た
建
築
形

態
。
こ
う
し
た
大
な
り
小
な
り
の
み
か
ん
小
屋

が
外
山
地
区
の
集
落
内
に
は
約
50
棟
ば
か
り
、

ア
チ
コ
チ
に
点
在
す
る
。
周
辺
の
み
か
ん
山
や
、

外
山
地
区
以
外
の
近
郊
を
見
渡
せ
ば
、
そ
れ
は

１
０
０
棟
を
下
ら
な
い
だ
ろ
う
と
推
察
出
来

る
。
同
じ
み
か
ん
小
屋
で
も
、
南
予
や
島
嶼
部

で
は
見
な
い
形
の
倉
庫
群
な
の
だ
。

　

で
は
、
何
故
そ
う
し
た
形
に
な
る
の
か
、
当

然
理
由
が
あ
る
ハ
ズ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ

も
、
み
か
ん
の
長
期
貯
蔵
用
に
作
ら
れ
た
。
木

製
の
扉
を
開
け
る
と
、
そ
の
幅
で
土
間
が
あ
り
、

左
右
が
天
井
ま
で
棚
形
式
に
な
っ
て
い
て
、
こ

こ
に
み
か
ん
を
並
べ
て
貯
蔵
し
て
い
た
。
そ
の

場
合
、
こ
う
し
た
土
壁
が
外
気
の
温
度
変
化
を

和
ら
げ
、
室
内
を
常
温
に
保
つ
。
従
っ
て
、
倉
庫

の
細
部
を
よ
く
見
れ
ば
、
内
部
の
空
気
が
蒸
れ

な
い
よ
う
に
、
足
も
と
に
は
換
気
口
、
屋
根
の

妻
側
に
も
空
気
の
出
し
入
れ
が
出
来
る
よ
う
な

設
え
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
つ
疑
問
が
あ
る
。
貯
蔵
用
の
み
か

ん
倉
庫
と
し
て
そ
う
し
た
機
能
に
特
化
し
た
形

の
倉
庫
群
が
出
現
し
て
い
る
ワ
ケ
だ
が
、
わ
ざ

わ
ざ
そ
う
し
な
く
て
も
直
ぐ
に
出
荷
す
れ
ば
そ

の
よ
う
な
手
間
は
省
け
る
。
そ
の
辺
り
の
こ
と

を
、
今
回
お
世
話
に
な
り
地
域
の
歴
史
に
つ
い

て
色
々
教
わ
っ
た
兼
光
明
氏
に
尋
ね
て
み
た
。

兼光明氏には、当時使用していた
収穫の際の竹かごを、天秤棒にか
つぐ様子を実演頂いた。

福山安雄氏所有みかん小屋
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と
外
山
地
区
で
は
貯
蔵
み
か
ん
ブ
ー
ム
と
な

り
、
盛
ん
に
こ
う
し
た
形
態
の
倉
庫
が
集
中
し

て
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
ら
し
い
。

　

確
か
に
、
我
々
が
知
る
通
常

の
み
か
ん
産
地
は
、
南
予
の
八

幡
浜
や
吉
田
地
区
、
あ
る
い
は

中
島
辺
り
の
島
嶼
部
な
ど
何
れ

も
海
岸
に
面
し
た
土
地
柄
で
、

“
潮
風
を
受
け
な
い
と
み
か
ん

は
美
味
し
く
な
い
”
と
い
う
の

は
通
り
相
場
で
あ
る
。
砥
部
に

は
申
し
訳
な
い
が
、
み
か
ん
産

地
と
し
て
は
、
全
国
的
に
有
名

な
砥
部
焼
ほ
ど
で
は
な
く
、
今

回
の
調
査
に
お
い
て
、
あ
ら
た

　

す
る
と
、「
外
山

の
み
か
ん
は
昔
か
ら

“
ス
イ
ィ
み
か
ん
”
と

言
わ
れ
、
敬
遠
さ
れ

て
い
た
の
で
、
地
区

の
先
人
の
中
に
知
恵

者
が
居
て
、
貯
蔵
す

る
こ
と
で
完
熟
さ
せ

て
甘
味
を
出
し
、
そ

れ
を
端
境
期
に
東
京

市
場
に
出
し
た
も

の
で
す
。」
と
。
大
正

末
期
頃
か
ら
考
案
さ

れ
、
昭
和
初
期
か
ら
戦
後
40
年
代
ま
で
、
そ
れ

は
一
世
を
風
靡
し
、
こ
の
地
を
豊
か
に
し
た
。

“
外
山
の
貯
蔵
み
か
ん
”
と
言
え
ば
、
東
京
市
場

で
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
た
時
期
が
確
か
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
か
ら
、
我
も
我
も

め
て
そ
う
し
た
歴

史
事
実
の
あ
っ
た

事
に
気
付
か
さ
れ

た
の
だ
っ
た
。
ま
さ

に
逆
転
の
発
想
、
先

進
地
の
甘
い
み
か

ん
に
対
抗
し
て
如

何
に
市
場
に
打
っ

て
出
る
か
、
そ
こ
に

は
外
山
地
区
の
先

人
た
ち
の
並
々
な

ら
ぬ
苦
労
の
跡
が

垣
間
見
え
る
の
だ
。

　

こ
う
し
た
何
気
な
く
佇
む
素
朴
極
ま
り
な
い

倉
庫
群
は
、
一
時
代
の
脚
光
を
浴
び
た
後
、
何

事
も
無
か
っ
た
か
の
よ
う

に
故
郷
の
当
た
り
前
の
光

景
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い

る
。
み
か
ん
王
国
と
呼
ば

れ
た
愛
媛
に
お
い
て
、
も

う
一
つ
の
み
か
ん
産
地
と

し
て
気
を
吐
い
た
“
外
山

の
貯
蔵
み
か
ん
”、
そ
の

倉
庫
群
は
農
業
と
い
う
分

野
の
立
派
な
産
業
遺
産
と

し
て
正
当
な
評
価
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い

る
。
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