
第
三
節

畜

産

一

馬

産第三節 畜

せ
り

馬

の
飼
育

は
古
く
、
近
世
に
は
白

河
地
方
は
田
村
地
方
と
並

ん
で
馬

の
産
地
と
し
て
有
名

で
あ

っ
た
。
白

河
藩

は
産
馬
を
奨
励
し
羅

馬

産

こ
ま

駒
制
に
よ

っ
て
馬
市
を
創
設
し
、
領
内

の
良
馬

の
買
あ
げ
や
種
駒

の
貸
し

つ
け
、
馬
代
金

の
貸
し

つ
け
な
ど

の
政
策
を
実
施
し
て
藩

の
殖
産
政
策

の

一
つ
と
し
て
力
を

い
れ
た
。
各

村
に
は

「駒
付
役
人
」
を
お

い
て
領
内

の
産
馬
を
掌
握

し
て
い
た
。

明
治

二
十
三
年

(
一
八
九
〇
)
福
島
県

の

『
農
事

調
査
』
は
次

の
よ
う
に
記

し
て
い
る

(県
庁
文

書
)
。

馬

本
郡
産
馬
法
ハ
領
主
丹
羽
長
重
寛
永
六
年
始
メ
法

ヲ
設
ケ
官
金
ヲ
以
テ
買
上
貸
付
以
降
代
々
領
主
之
ヲ
続
キ
文
政
六
年
阿
部
家
移
封
少
ク
其
法

ヲ
更
メ
慶
応
三

年
同
家
封
ヲ
棚
倉
二
移
ス
ト
共

二
該
業
廃
滅
二
帰
ス
同
四
年
代
官
森
孫
三
郎
産
馬
業
欠
ク
可
カ
ラ
サ
ル
ヲ
知
リ
再
ヒ
旧
法
ヲ
興
シ
産
馬
業
ヲ
奨
励
ス
其
後
明
治
五

年
本
県
令
安
場
保
和
当
白
河
町
八
田
部
才
助
ヲ
撰
抜
シ
元
米
村
外
十
三
ヶ
村
ノ
戸
長
ト
シ
諮
問
ス
ル
ニ
産
業
ヲ
以
テ
ス
才
助
産
馬
業
ヲ
以
テ
上
申
ス
官
之
ヲ
許
可

た
ね

つ
ま

　
あ

ら

ぴ

あ

　

シ
殊

二
資

本
金
.二
千
円
無
利

子
ヲ
以

テ
貸
付

セ
ラ
ル
六
年
胤
馬
ト

シ
テ
亜
刺
比
亜
馬

一
頭

ヲ
貸
付
同
七
年

他
郡
ト
共

二
須
賀

川
産
馬
会
社

ヲ
共
立

シ
産
馬
繁
殖

ヲ

ら
マ

マ

謀

ル
尚
資
本

ト
シ
テ
金
六
百

円
無

利
子

ニ
テ
貸
付

セ
ラ

ル
爾
来
才
助
老

体

ヲ
不
顧
益

々
該
業

二
従
事
其
成

蹟
著
キ

ヲ
以

テ
銀

盃

ヲ
以

テ
賞

セ
ラ
ル
同
九
年
六
月
奥

羽

御
巡
幸

之
際
旧
白
河

城
内

二
於

テ
産
馬
百

頭

ヲ
率
出

シ

天
覧

二
供
シ
為

メ

ニ
金

三
拾
円
飼
馬
料

ト
シ
テ
賜

フ
同
年
尚
官

ヨ
リ
金
千
九
百
九

拾
三
円

ヲ
産
馬

資
金
ト

シ
テ
貸
付
セ

ラ
ル
十
年

才
助
病
死
是

ヨ
リ
同
人

ノ
職

ヲ
奉

ス
ル
本
部

ノ
西
部

二
在
リ
ト
■
も
其
徳

ヲ
受
ケ
タ

ル

ハ
管
内

二
産
馬

二
及

ヘ
リ
ト
云

フ
其
子

五

兵
衛

ヲ
シ
テ
父
ノ
業

ヲ
続

カ
シ
ム
明
治
廿

二
年
本

郡

ハ
須
賀
川
産
馬
支

社

ヲ
置
キ
本
社

ト
経
済

ヲ
異

ニ
シ
テ
来
タ
諸
事
整

理
セ
サ

ル
モ
是

レ
産

馬
業
拡
張

二
出

タ
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ル

ハ
次
第

ナ
レ

ハ
漸
次
該
業

ノ
盛
大

二
趣

ク
期

ス

ヘ
キ
ナ
リ

醸
繍

鑛
讐
燕

・

と
、
森

の
産
馬

の
状
況
を
述

べ
明
治
期

の
奨
励
を
う
か

が
三

と
が
で
き
る
・
さ
ら
に
明
治
+

五
年

直

-

.
熱

晦

.

騨

、

、
謂

謙
蝦
鱗
癒
蕪
鴬
纏
擁

㍗灘
耕

馬

市
牒
麟
雛

饗
髪

厩誌

轄

鐸

帆

潔

㌧
　

・轟

噸

馬

漣
懸

蝶

簿

綜

誌
鉾

轄
羅

曙
ー

㌔

諦璽
・藷

馬

市

場

本
郡
ノ
馬
市

ハ
全
国
著
名

ニ
シ
テ
産
馬
会
社
之
ヲ
ヒ
管
ス
春
秋
一
.期

二
郡
内
二
開
場
ス
秋
期
白
河
町
市
ノ
如
キ
ハ
大
小
馬
商
山
崎
埼
玉
茨
木
栃
木
千
葉
諸
国
ヨ
リ

集
合
シ
一
.才
其
他
牽
出
ス
馬
匹
三
千
内
外

ニ
シ
テ
産
馬
会
社
員
出
張
シ
テ
該
場
ノ
事
務
ヲ
取
ル
ニ
才
馬
ヲ
耀
場
二
牽
出
ス
ニ
当
リ
競
買
人
高
声

二
之
ヲ
唱
ヒ
上
騰

シ
己
二
競
買
者
出
サ
ル
ニ
於

ニ
ハ
最
高
ノ
者

二
売
渡
ス
代
金
ハ
産
馬
会
社
員
之
ヲ
受
取
リ
仕
法
金
壱
割
ヲ
引
去
リ
馬
二
渡
ス

と
、
馬
羅

の
よ
う
す
を
述
べ
、
春
と
秋

に
馬
市
を
開
催

し
、
春

に
は
白
河
以
外

の
地

で
開
催
し
た
。
矢
吹

で
馬
耀
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
明
治
十
七
年

ご
ろ
か
ら
で
あ
る
が
、
産
馬
組
合

の
馬
市
は
二
十
三
年

四
月
か
ら
毎
年
矢
吹
神
社

の
祭
礼
に
あ
わ
せ
て
開
催
さ
れ
、
各
地
か
ら
馬
喰
が
集
ま
り
宿
屋
は

客
で
あ

ふ
れ
非
常
な
に
ぎ

わ

い
を

み
せ
た
と

い
う

(第

三
章
交
通

・
運
輸

・
通
信

・
交
易
参
照
)
。

馬
市

が
各
地

に
分
散
さ
れ
、
共
進
会
な
ど
も
開
催

さ
れ
る
と
良
馬
産
出
の
熱
が
高
ま
り
、
農
家
で
は

一
、

二
頭

の
飼
育
は
あ
た
り
ま
え

の
こ
と
に
な
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産第三節 畜

る
。大

正
三
年

の
飼
育
数
を
み
る
と
、
中
畑
地
区
、
二
九
五
戸
で
三
四
九
頭

で

一
戸
あ

た
り
約

一
・
二
頭
、
三
神
地
区

二
九
二
戸
に
二
五
八
頭
、
約
○

・

九
頭
、
矢
吹
地
区

で
は

一
八
二
戸
で
二
〇
⊥
ハ
頭

で
約

一
・
一
頭
と
な

っ
て
い
る

(大

正
三
年

『西
白
河
郡
統
計
書
』
)
。
良
馬
が
生
れ
る
と
羅
価
格
が
あ

が
り
飼
育
農
家

に
と

っ
て
は
高
額
な
現
金
収
入
と
な
り
農
家
経
済
を
さ
さ
え
た
。

馬
は
大
切
な
家

の
財
産

で
あ

っ
た
。
厩
は
主
屋

の

一
角

に
あ
り
家
族

同
様

に
扱
わ
れ
た
..
イ
ロ
リ

(囲
炉
裏
)
が
あ

る
シ
タ
イ
ド

コ

馬

小

屋

ロ
と
土
間

で
仕
切
ら
れ
た
厩
は
四
六
時
中
馬
の
よ
う

す
を
観
察

で
き

る
よ
う

に
位
置
し

て
い
る

(第

一
章
衣
食
住
参
照
)
。
馬

の
た

ま

ノヨ
ヒご

め

の
カ

マ
ド
も
設
置
さ
れ
ウ

マ
ガ

マ
と

よ
ば

れ
る
大
き
な
釜
も
用
意
さ
れ

て
い
る
。
ウ

マ
ガ

マ
で
は
湯
を

わ
か

し
た
り
、
大
麦
を
煮

て

秣

に
ま
ぜ
た

り
、
イ
モ
類
を
煮
る
。
大
き
な
飼
葉
桶
を

石
や
木
で
長
方
形

に

つ
く
り
固
定
し
た
..こ

ぬ

カ

ー
,
よ

つ

ゐ

秣
は
、
藁

と
乾
草
を
三
、
四
惇
r
に
切
り
、
煮
た
大
麦
や
ダ
イ
ズ

・
イ

モ
類

・
粉
糠

・
生
麩

(小
麦

粉
を
ふ
る

っ
た
残
り

カ
ス
)
を
ま

ぜ
て
与
え
る
。
青
草
は
か
か

せ
な
か

っ
た
。

毎
朝

の
草
刈
り
と
、
真
夏

の
干
草
づ
く
り
は
、
女
性

や
若
者

の
仕
事

で
共
同
の
草
刈
場
や
田
畑
の
畔

、

み
ち
ば
た

道
端

の
草
を

刈
り
集
め

て
く
る
。
矢
吹

町
に
は
共
同

の
放
牧
場
が
な
か

っ
た

の
で
冬
を

の
ぞ

い
て

一
年

中
続

い
た
.、
ま
た

「
コ

エ
ダ
シ
」
な
ど

と

い
っ
て
踏

み
こ
ん
だ
敷
藁
を
新

し
い
藁
と
と
り
か
え
る
作
業

も
あ
る
.
糞

尿
で
よ
ご
れ
た
敷
藁
を
堆

肥
に
積

み
こ
み
、
新
し

い
藁
を
半
分
か
三
分

の

↓
に
切
り
馬

屋

に
い
れ
る
作
業

で
力
仕
事

で
あ

っ
た
。
堆
肥
づ
く
り
と
馬
の
健
康

の
た
め
に
大

切
な
仕
事

で
あ

っ
た
。

手
入
れ
を

「
馬

つ
く

ら

い
」
と
も

い
う
が
、
健
康

で
丈
夫
な
馬
を
飼
育
す
る
た
め
に

馬
の
手
入

れ

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
と
努
力
を
し
た
。
農
耕
馬
の
場
合
は
仕
事
が
な

い
と
き
に
は
骨
軟

を
ヒく

症

に
な
ら
な

い
よ
う

に
庭
先

に
柵
を

つ
く
り
広
場

に
し

て
口
光

に
あ

て
た
り
、
夕
方
馬

に
の

っ
た
り
、

馬
を
ひ

い
た
り

し
て
運
動
さ
せ
る
こ
と

は
日
課

の

一
つ
で
あ

っ
た
。
集
落

に
は

「馬
洗
場
」
と
称
す

る

瀞騨嘱
ロ ド

鍵 轡ぐ
礎 μ,懸 撫 奨

一醸

甑

 

、鍵
鍵

【写真69】 松倉 の馬場(提 供 藤田忠、う
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第二章 生業と生産

河
川
や
沼

の
ほ
と
り
に
共
通

の
場
所
が
あ
り
、
作
業
後

や
暑

い
日
に
は
馬

に
水
を
か
け
洗

っ
た
。

ひ
づ
め

て
い
て
つ

し

か
な
く
つ

ま
た
産
馬
組
合
な
ど
か
ら
派
遣
さ
れ
る
獣
医
が
巡
回
し
て
健
康
診
断
を

し
た
り
、

蹄

を
切

る
蹄
鉄
師
が
回

っ
て
蹄
を
切

っ
た
。
蹄
鉄
師

は

「鉄
沓

や

ぱ

て
い

た
ん
ぞ
う

屋
」
と
も

い

っ
た
が
、
運
送
馬
な
ど

の
蹄
を
切
り
馬
蹄
形

の
金
具
を
足
底

に
あ
わ
せ

て
鍛
造
し
釘

で
止
め
る

の
が
生
業
で
、
明
治
以
後
普
及
し
町
に
は

一
、
二
軒

の
鉄
沓
屋
が
あ

っ
た
。
そ
れ
以
前
は
馬

に
は
草
履
を

つ
く
り
は
か
せ

て
い
た
。
農
耕
馬

は
鉄
沓
は

つ
け
な
か

っ
た
。

は

く

ら

く

獣
医

や
蹄
鉄
師
が
巡
回
す

る
以
前
は
伯
楽
を
集
落
ご
と

に
頼
み
、
世
話
人

が
米

や
ム
ギ
、
馬
を
飼

っ
て
い
る
農
家
か
ら
集

め
、
手
当
料
を
払

っ
て

い

た
。
伯
楽
は
巡
回
し
て
馬
の
健
康
維
持
や
蹄
切
り

な
ど
を
仕
事

と
し
て

い
た
。
宿
駅
に
は
伯
楽

は
必
要
な
職
業

で
あ

っ
た
。

前
掲

の

『村

の
歳
時
記
』

に
、
馬
に
関
す
る
記
述
が
あ
る

の
で
原
文

の
ま
ま
紹
介
す
る
。
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仔
馬
な

ら
し

正
月
が
終

っ
て
三
月

に
な

る
と

、
夕
方
に
か
け

て
当

才
馬

の
な
ら

し
が
行
わ
れ
た
。
馬

屋
か
ら
引
き
出
さ
れ

た
仔
馬
は
、
手
綱
を

つ
け
ら
れ

て
は
、
飼
主
が
仔

馬
を
引

い
て
、
村

の
道
路
を
往
復

し
た
も

の
で
あ

る
。
時
刻
は
相
談

し
た
よ
う
に
、
夕
方
だ

っ
た
。
親
馬
か
ら

離
さ
れ
た
仔
馬

は
な
か
な
か
元
気
だ

っ
た
。
手
綱

を
し

っ
か
り
取

っ
た
飼
主
は
、
村

の
道
路

の
中
程
を

一
列
に
な
ら

ん
で
は
な
ら
し
歩
か
せ
た
。

目
的
は
、
間
も

な
く
せ
ま

っ
て
来

る
、
春

の
仔
馬

の
せ
り
市

に
備

え

る
た
め

の
準
備

運
動

で
あ

っ
た

。
雨
や
雪

の
日
を

除

い
て
は
、
毎

日
の
夕

方
、

一
列

に
な

ら
ん
で
は
、
村

の
端

か
ら
端
ま

で
の
問
を
何
回
も
往
復
す

る
こ
と

で

あ

っ
た
。
仔
馬

は
ま
だ
従
順

で
、

け
ら
れ
る
よ
う
な
心

配
も
な

い
の
で
、
道

の
横
側

で
馬

の
歩
き

方
と
、
引
き
ま

わ
し
方
を
見

て
お

っ
た
記
憶
が
あ

る
。
子
供
と

は
云

っ
て
も

、
大
低

馬

の
よ
し
あ

し
は
見
分
け
が

つ
い
た
も

の
だ
。

こ
う

し
て

一
ヶ
月
位

の
期

間
は
仔
馬
な
ら

し
の
往
来

で
賑

や
か
で
あ

っ
た
。
馬

の
よ
し
あ
し

は
、
せ
り
市

に
出

さ
れ
た
時

の
歩
き

方
、
脚

の
太

さ
、
毛
な
み
な
ど
総
合

的
に
短

い
時
間

で
博
労

達
が
評
価
し

、
せ
り
上
げ

る
の
で
、
仔
馬

の
歩
き
方

は
値
段
を

上
げ
る
決
定
的
な

要
素

で
あ

っ
た

訳
で
、
馬
な
ら

し
は
、
貧
し

い
村

の
生
活

を
左
右
す

る
も

の
な

の
で
力

の
入

れ
方
は
理
解
出
来

る
と
思
う
。
従

っ
て
仔
馬
を
肥

す
た
め

の
飼
育
も

、
穀
類
を
中
心

と
し
た

ハ
ミ
を
与
え

て
毛
な
み
を
よ
く

し
た
も

の
と
思
う
。
村

の
経
済
を
支
え

る
仔
馬
せ
り

は
、
四
月

の
三

日
中
心

と
し

て
矢

吹

の
せ
り
市
場

で
行

っ
た
も

の
だ

。
関
東
を
中
心
と

し
た
多

勢

の
博
労
達

が
集

っ
て
大
変
な

賑
わ

い
で
あ

っ
た
。

屋
台
店
は
通
り

に
な
ら
び
、
色

ん
な
見
世
物
小



屋
、

サ
ー
カ

ス
な
ど
、
今

は
す
た
れ

て
し
ま

っ
た
が
、
四
月

三
日
は
地
方

の
春
祭
り

で
あ

っ
た
。
そ

し
て
仔
馬

の
せ
り
市
と
重

る
こ
と
も
あ

っ
て
、
朝
か
ら
赤
飯

を

ふ
か

し
、
に
し
め
、
き

ん
ぴ
ら
ご
ぼ
う
を

用
意

し

て
、
近
所
、
親

せ
き
が
集

っ
て
盛

大
な
せ
り
市

の
前

祝
を
持
ち
、
是
等

の
食

品
を
持
参

の
上
、
親
馬

に
仔
馬

の
飼
料

を

つ
け
、
附
添

の
人
達
と
せ
り
場

に
臨

ん
だ
も

の
だ
。
私
達

は
見
世
物
小
屋

の
前
に
立
ち
、

そ
の
口
上
を
聞
く

の
が
楽

し
み

で
あ

っ
た
。
思
う
値
段

で
取

引
が
終

る
と
、
手
入
甲
斐

が
あ

っ
た
と
喜
び
合

っ
て
家

に
帰

る
や
祝

い
酒
を
振
舞

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
村

で
は
馬

の
護
り
神

の
東
堂

山

の
信
心
が
厚

か

っ
た

。
そ
し

て
東
堂
山

の
日
に
は
、
徒
歩

で
石
川
町

に
出

て
、
千
吾

沢
か
ら
蓬

田
を
抜
け
小
野
町

の
東

堂
山

に
参
詣

し
て
良

馬

の
出
生
と

そ
の
成
長
を
願

っ
た

も

の
で
あ
る
。
今
は
東
堂

山
の
参
詣
は

い

つ
の
間
に
か
す
た
れ

、
僅

か
当
時

の
偲
を

巨
大
な
碑

に
残

さ
れ
て

い
る

に
過
な

い
。

重

寸

ナ

弄

f

し

春

の
馬
せ
り
が
終

っ
て
、
四
月

の
半

に
入
る
と
、
馬

の
種
付

け
が
行
わ
れ
た
。
鞍

を

つ
け
た
逞

し

い
雄
馬

の
飼
育

の
人
が
、
そ

の
季
節

に
な
る
と
、
村

に
来

て

は
種
付

け

の
行
事

に
か
か

っ
た
も

の
で
あ

る
。
種
馬

の
飼
主

は
各

戸
を
廻
る

の
で
は
な
く
、
種
付
け

場
所
に
な
る
家

は
決

っ
て

い
た
よ
う
だ

。
事

前

に
連
絡

が
あ

っ
た
と

見
え

て
、
飼
育

し
て
種
付
け
時
季

の
雌
馬

の
飼
主
は

、
め

い
め

い
馬
を
引

い
て
は
そ

の
場
所

に
集
ま

っ
た
も

の
だ

。
そ
し

て
雌
馬

の
発
情

の
度
合
を
見

て

は

、
種

付
け
を
行

っ
た
も

の
で
あ

る
。

な
お
種
付
料
は
雌
馬

か
、
ど
う
か

に
よ

っ
て
相
当

の
差
が
あ

っ
た
よ
う

に
聞

い
て

い
る
が
具
体
的

に
は
分
ら
な

い
で
し
ま

つ
た

。
こ

の
種
付
け
も

、
数
回
に
及

ん
だ

よ
う
に
思
う
。
大
体
午

前
中

に
終

っ
て
、
種
付
け

の
終

っ
た
馬
は
飼
主
が
引

取

っ
て
帰

っ
た

よ
う

だ
。

産第三節 畜

馬

牢

明
治
か
ら
大
正

の
初
期
に
か
け
、
馬

は
農
耕
作
業

に
必
要

で
欠
く

こ
と

の
出
来

な

い
家
畜

で
あ

っ
た
。
ど

の
農
家

で
も
馬

の

一
頭

や
二
頭
を
飼
育
し
な

い
家

は

な

か

っ
た
。
従

っ
て
馬
の
飼
育

に
は

関
心
度
が
深
か

っ
た
。

先
づ
土
間
を
入

る
と

、
大
低
右
側

が
馬
屋
で
あ

っ
た

(当

時
、
馬
小
屋
と

は
云
わ
な

い
で
必
ず

馬
屋

と

い
っ
た

V
馬

屋

の
左
側

に
は

"く
ど
"

(釜

の
こ
と
)
が
あ

っ
て
、
以
前

で
は
粘
土

で
塗

り
固
め
た
く

ど
に
、
釜
を

し

つ
ら

い
、
量

に
よ

っ
て
は
釜
を
桶

に
し

て
、
竹

の
輪

(タ
ガ
)
と

い

っ
た
。
集

め
て
来
た
松

の
枯
葉

杉

の
落
葉
を
た

い
て
、
馬

の
飼
料

の
麦
や
大
豆
を
交

せ
て
煮
た
も

の
だ

っ
た
。
そ
し

て
横

に
上
下
出
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来
る
く
ぐ
り

戸
が
作
ら
れ
馬

の
飼
育

を
廻
る

こ
と
な
く

出
来
る
仕
組

に
な

っ
て

い
た
。

馬

の
飼
料

は

ハ
ミ
と

い

っ
て
、
古

い
時
代
は
押
切
り

で
適
当

の
長
さ

に
藁
を
切
り
、
更

に
寒

に
入
る
と

、
米

つ
き

を
早
朝
か

ら
、
若

者
達
が
し
た
。

二
斗
張
り

の
大
う
す

で
米
を

精
白
す

る
の
で
あ

る
。
私
も
少
年
時
代

母
か
ら

の
い

い
つ
け
で
米

つ
き
を

幾
度
も
や

っ
た

が
根

気

の
か
か

る
仕
事

で
あ

っ
た
。
た

ゾ
玄
米
を

つ

く
と
こ
ぼ

れ
る
の
で
適
度

に
水
気
を

与
え

て
、

ヨ
イ

シ

ョ
、
ド
シ

ン
と
大
き

な
杵
で

つ
い
た
記
憶
が
あ

る
。
玄
米

が
ま
と
ま
ら
な

い
と
よ
く

つ
け
な

い
の
で
藁
を

よ
じ

っ
た
輪
を
量

に
よ

っ
て
二
重

か
、
三
重
を
中
心

に
置

い
て
杵

の
中
心

が
輪
の
中

に
す

っ
ぽ
り
と
入

る
よ
う

な
技

術
を
練
習

に
よ

っ
て
会
得
し
た
。

殆
ど
が
寒

中
の
仕
事

で
俗

に
寒

掲
き
米
と
云
わ

れ
、
虫

に
な
ら
な

い
と
云
わ
れ
た
。

こ
の
米
糠

(コ
ヌ
カ
と
云

っ
て
い
た

)
は
、
農
家

に
と

っ
て
大
事
な
馬

の
飼

料
で
、

ハ

ミ
に
ま
ぜ
合
わ

せ
て
は
馬

の
飼
料
用

や
其

の
外
沢
山

の
用
途

を
持

っ
て
い
た
も

の
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
農
家

に
は
枯
れ
た
枝
木

や
薪

よ
り
も
、
松

の
枯

葉
や
、
杉

の
枯
葉
は
大
事
な
燃

料
で
あ
り
、

よ

い
馬
を
飼
育
す

る
に
は
事
か

・
せ
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

然
し
春

の
若
草

が
伸
び
る
頃

に
な

る
と
、
農
作
業
が
忙

し
く
な

っ
て
、
朝

夕
は
と
も
か
く

、
日
中
馬

の
手
入

れ
の
時
間
は
取
れ
な

く
な

っ
た

の
で
、
当
時
原
野

に
な

っ
て

い
た
草
地

は
何
処

に
も
あ

っ
た
。
馬
を
使
わ
な

い
時
は
、
草
地

や
原
野
の
松

の
根
本

に
手
綱
を
し
ば
り

、
自

由
な
行
動
が

出
来
る
範
囲

で
、

所
謂
馬

つ

な
ぎ

を
し

て
お

い
た
も

の
だ

っ
た
ら

し

い
。
現

に
私

の
少
年

時
代
は
部
落

中
珍

し
く
な
く
馬

つ
な
ぎ

を
や

っ
て
お

っ
た
。
だ
が
相
手

は
馬

の
こ
と
故
飼

主
に
訓
れ

て

い
る
と

い

っ
て
も
、
手
綱

を
か
み
切

っ
て
自
由
な

世
界
を
求
め

て
歩
き
廻

る
、
"
は
な
れ
馬
"

が
出
来
た

の
だ

。
部
落

の
な

か
で
あ
れ
ば

何
処

の
家

の
馬
と
特

徴

で
分
り
、

つ
な

い
だ

場
所
も
部
落

で
あ

れ
ば
発
見
も
早
く

、
馬

の
そ
う

さ
く
な
ど
、
村
を
あ
げ

て

の
ち
ん
事
は

一
度

も
経
験
し
た

こ
と

は
な
か

っ
た

が
、
他
部

落
と

な
る
と
、
全
く
分

ら
な

い
、

ロ

コ
ミ
以
外

の
情
報
は
な

か

っ
た

の
で
、
部
落

に
逃
げ
込

ん
で
来

た
馬
、
は
な

れ
馬
は
ど
う
す

る
こ
と

も
出
来
な

い
。
他
人

の

馬
を

あ
ず
か

っ
て
お
く

こ
と
も
出
来
な

い
、
そ
れ

で
江
戸
時

代
か
、
明
治

の
初
期

か
時
代
考
証

は
分
ら
な

い
が
、
部
落

で
は
、
飼
主
不

明

の
は
な
れ
馬
を

一
定

の

場

所
に
留
置
く

こ
と

に
し
た

の
で
あ

る
。
俗

に

"馬
牢
"
と

呼
ば
れ

て
い
る
所

で
あ
る
。
飼
主

が
引

取
り

に
来

る
迄

、
監
視
を
し

て

一
時

保
護
し

て
お

い
た
施
設

で
あ

る
。
私

の
部
落

で
も

子
供

の
頃
か

ら
最
近
ま

で
あ

っ
た

記
憶
が
あ
る
。
構
造

は
簡
単

で
次

の
図
の
よ
う

で
あ

っ
た
と

思
う
。

大
低
道

路
添

い
に
あ

っ
て
、
誰

で
も
発
見

出
来
る
よ
う
な
場

所
を
選
ん
だ
と
思
う

。
な
お
数

日
間
飼
主

が
引
取
り

に
来

な

い
時
は
、
青
年

が
管
理
に
あ

た
り
飼

料

や
水
を

与
え

て
い
た
と

聞
く
。
漸
く

に
し
て
飼

主
が
現
れ
引

取

っ
た
際
は
、
矢
張
り

当
時
と
し

て
の
管

理
費

の
支
払

い
は
当

然
で
あ

っ
た
と

聞
く
。
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こ
の
馬
牢

は
私

の
部
落
ば

か
り
で
な
く
外

に
も
あ

っ
た
と
思
う
。
今

は
土
地
改
良

の

時
運

に
乗
り
昔
を
語

る
跡
形
も
な

い
。

馬

つ
く
ら

い

今
は
聞
く

こ
と
も

話
す

こ
と
も

な

い
歴

史

的
な
言
葉
と
な

っ
た
が
、
村

で
は
こ

の

言
葉
が
通
用

さ
れ
て

い
た
。
馬

の
こ
と
は

か
り
書
く
結

果
に
な
る
が
、
村

の
歳
時
記

と
し

て
粗
末

に
出
来

な

い
行
事

で
あ

っ
た
と
思
う

。

馬

つ
く

ら

い
を
し
た
。
場
所

は
、

1米 おき位に木柵を樹ち

広さ2坪 位

入口の柱

木柵との間は竹
でかこいをして

逃げられないよ
うにする

辺は ヒ盛りをして高くして、
央部は凹地となっていた

 

馬

つ
く

ら

い
と
は
、
飼

馬

の
爪
切

り

の
こ
と

で
あ

っ
た
。

田
植

が
終

っ
て
、
さ
な

ぶ
り

の
休
み
が
済
む

と
、

村

の
随
所

に
あ

っ
た
空
地
、
芝
草

の
あ
る
広
場

が
利

用
さ
れ
た
。
設
備

と
し
て
は
、
素
朴

な
も

の
で
林

か
ら
切
り
出
し

て
来

た

丸
太

を
図

の
よ
う

に
組
立

て
た
も

の
で
あ

っ
た
。
奥
行
き

は

二
米

、
間

口
二
米

、
正
方
形

に
近

い
も

の
で
、
柱

は
四
本

で
勿

論
土
台
は

な
く
適
度

の
深
さ

に
土
を

堀

っ
て
埋

め
た
も

の
で
あ

っ

た
が
、
頑
丈
な
も

の
で
あ

っ
た
。
予
定

口
に
は
伯
楽

殿

(今

の
言

葉
で
は
獣
医

)
が
来

て
、
こ

の
柵

の
中

に
、
馬
を
引
き

入
れ

て
、
馬

が
暴
れ
な

い
よ
う

に
手

綱
で

つ
な

い
で
、
伸
び

た
馬

の

爪
を
平
た

い
刃
物

で
切

っ
て
、
爪
を
丸

形
に
し
た

こ
と
を
私

は
見
た
も

の
だ

。
荷
馬
車
を

引
か

せ
る
馬

は
、
金

靴
と

い

っ
て
馬

の
ひ
づ
め

の
形
を

し
た
金
具
を

馬

の
爪

に
打
ち
込
ん
だ

が
、
農

耕
用

の
馬

は
爪
を

切
る

こ
と

で
済
ま

し
た
も

の
で
あ

る
。
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馬

つ
く
ら

い
の
た
め
集
落
に
は
馬
の
集
ま

る
広
場
が
設
置
さ
れ
共
有
地
と
し
て
管

理
さ
れ
、
種
馬
が
巡
回
し
て
交
尾
さ
せ
る
こ
と
も

こ
こ
が
使
わ
れ

た
。
ま
た
死
ん
だ
馬
を
捨

て
る
場
所
と
し

て

「馬
捨

て
場
」
も
集
落

の
共
有
地
と
し
て
持

っ
て
い
た
。
現
在
も
俗
称
馬
捨

て
場

の
地
名

が
残

っ
て
い
る
。

戦
争
は
馬
に
も
被
害
を
与
え

る
。

「徴
馬
」
と
し

て
馬
は
戦
場
に
狩
り
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
り

、
馬
頭
観
音

に
か
わ

っ
て
徴
馬
碑
な
ど
も
造
立
さ
れ

て

い
る
。

た
ん
し
ょ

昭
和

三
十
年
代

に
は

い
る
と
使
役
牛

.
肉
用
牛
が
ふ
え
、
飼
育
数
は
馬
を

上
ま
わ
る
よ
う
に
な
る
。
牛
肉

の
需
要
が
高
ま
り
高
値

の
取
引
が
端
緒
と

な
り
、

や
が

て
四
十
年
代

に
は

い
る
と
農
業

の
機
械
化
と
化
学
肥
料
の
普
及
に
よ

っ
て
馬
耕
や
堆
肥
の
必
要
が
な
く
な

っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な

り
、
農
業

の
労
働
形
態

の
変
化
が
そ
れ
に
拍
車
を

か
け

る
こ
と
に
な
り
農
村
か
ら
馬
は
姿
を
消
す

こ
と

に
な
る
。

二

牛

・
豚
な
ど

大
正

三
年

の
矢
吹
地
区

の
牛

の
飼
育
は
、
矢
吹

町
に
四
頭

で
珍
し

い
存
在

で
あ

っ
た
よ

牛

の

飼

育

う

に
思
う
。

牛
が
農
家
で
飼
育

さ
れ
る
の
は
、
昭
和

二
十
年
代
後
半
で
、
使
役
牛

・
肉
用
牛
が
主
流

で
、
牛
肉

の
需

要
と
連
動
し
て
馬
に
か
わ

っ
て
牛
を
飼
育
す
る
農
家
が
ふ
え

は
じ

め
る
。
昭
和

二
十
五
年

の
統
計
に
よ
れ

ば
三
神
村

で
は
牛

一
七

一
頭
、
馬

二
〇
八
頭
、
中
畑
村

で
は
牛

一
七
六
頭
、
馬

一
八

〇
頭
、
矢

吹
町
で
は

牛
六

一
頭
、
馬

一
六

八
頭

で
ま
だ
動
力
耕
転
機
な
ど
は
導

入
さ
れ

て
い
な

い
。
農
耕
使
役
と

し
て
は
馬
と

牛

が
混
在
し

て
い
た
時
代
が
三
十
年
代
ま

で
続
く
。
牛

は
馬
と
く

ら
べ
て
手

入
れ

に
手
間
が
か
か
ら
ず
、

仔
牛

は
肉
用
と

し
て
肥
育
も
は
じ
ま

っ
た
の
で
高
値

で
取
引
さ
れ
だ
ん
だ
ん
馬
に
か
わ

っ
て
牛
を
飼
う
農

家

が
ふ
え

て
く
る
。

義哩

㌦3ズ
【写真70】 牛 の共進会
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乳
牛

の
飼
育
は
ご
く

一
部

で
、

い
わ
ゆ
る
牛
乳
屋

の
貸
牛
で
農
業
経
営
と
結
び

つ
い
た
飼
育
は
少
な
か

っ
た
。
中
畑
弥
栄

の
開
拓
農
家
影
山
武
ら
が

三
〇
頭
く
ら

い
の
集

団
飼
育
が
あ

っ
た
と

い
う

が
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。

戦
後
酪
農

の
振
興
が
積
極
的

に
す
す
め
ら
れ
、
農
業
経
営

の

一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
る
よ
う

に
な
り
、
並
日
及
し
た
。
そ
の
経
過
を
み
る
と
、
次

の
事

項
が
大
き
な
力
と
な

っ
て

い
る
。

昭
和
二
十

一
年
八
月

西
郷
の
軍
馬
育
成
所
が
農
林
省
種
馬
所
と
な
り
、
さ
ら
に
種
畜
牧
場
と
な

っ
て
地
方

の
家
畜
飼
育

の
指
導
を
お

こ
な
う
。

昭
和
二
十
二
年

四
月

日
本
酪
農
講
習
所
開
講

(矢
吹

)

昭
和
二
十
三
年

八
月

県
南
農
村
工
業
農
業
協
同
組
合
県
南

工
場
が
事
業
経
営
の

一
端
と
し

て
北
海
道

、
山
形

よ
り
乳
牛
六
七
頭
を
導
入
貸
付

昭
和

二
十
七
年

有
畜
農
家
創
設
維
持
法

に
よ
り
地
区
内
農
業
協
同
組
合
、
開
拓
農
業
協
同
組
合
が
制
度
資
金

に
よ
り
乳
牛

の
導

入
を
積
極
的

に
す
す
め
る
。

こ
の
よ
う

に
し
て
、
酪
農
家

が
形
成
さ
れ
、
矢
吹
方
部

は
畑
地
酪
農
の
形
態
を
と
り
な
が
ら
発
展
し
た
。

昭
和
二
十

四
年
四
月
に
は
、
矢
吹

が
中
心
と
な
り

「矢
吹
方
部
酪
農
協
同
組
合
」
を
設
立
し
、
矢
吹

.
中

畑

∴
二
神

・
大
屋

・
信
夫

・
滑
津

・
川
崎

・
鏡
石

・
広
戸
の
酪
農
家
を
結
集
し
て
鉄
道
客
車
便

で
森
永
乳

業
福
島
工
場

に
毎
日
出
荷
し
た
。
年

々
酪
農
家
が
増
加
し
、
家
畜

の
飼
育

は
使
役

.
産
育

の
形
態

か
ら
、

大
き
く
転
換
す
る
。
し
か
し
外
国
産
の
農
産
物
自
由
化
や
乳
製
品

の
輸
入

の
増
大
は
、
乳
価

の
ひ
き
さ
げ

に
連
動
し
、
酪
農
家
は
減
少
す
る
こ
と
に
な

る
.、

豚
の
飼
育

に
つ
い
て
は
歴
史

が
浅
く
、
大
正
三
年

に
は
三
神
村

に
三
頭
矢
吹

町
に
七
頭

養

豚

に
す
ぎ

な
か

っ
た
。
本
格
的
に
農
家

に
有
畜
農
業
と
し
て
導
入
さ
れ
た

の
は
昭
和

二
十

三
、
四
年

こ
ろ
で
あ

っ
た
と

い
う
。

豚
の
需
要

の
高
ま
り
と
、
有
畜
農
業

の
奨
励
に
よ

っ
て
豚

の
飼
育
を
は
じ
め
る
。
特

に
矢
吹
地
方
で
は

【写真71】 チ ャンピオン豚
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ヨ
ー
ク
シ

ャ
種
と

バ
ー
ク
シ
ャ
種

の

一
代
交
配
の
豚
を
産
出
し
、
通
称

「ピ

ン
ク
豚
」

な
ど
と

よ
ば
れ
業

界
で
有
名

に
な

っ
た
。

当
時

は
ま
だ
家
畜
市
場
は
馬
と
牛
が
中
心

で
豚

の
取
引
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
。
流
通
は
無
認
可

の
子

豚
市
場

で
お

こ
な

い
、
家
畜
商
が
取
引

の
中
心

で
あ

っ
た
。
矢
吹

の
ピ

ン
ク
豚

は
良
質

の
食
肉
を
産
出
し

評
判

に
な
り
高
値
で
取
引
さ
れ
た
。

今
ま

で
養
豚

の
経
験
が
な

い
農
家
も
養
豚

に
と
り
組
む
よ
う

に
な
り

、
各
所

に
豚
舎
が
み
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
最
盛
期

の
昭
和

四
十
年
代

に
は
農
林
省

の
関
東

・
東
北

の
豚

の
標
準
価
格
は
矢

吹
と
三
本
木

町

(青
森
県
十
和
田
市

・
矢

吹
と
並

ぶ
国
営
開
墾

の
町
)
の
価
格

で
決
定

す
る
ほ
ど

の
豚
産
地
に
な

っ
た
。

↓
○
日
ご
と

に
開
か
れ
る
市
に
三
〇
〇
〇
頭
も
出
場
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と

い
う
。

自
家
用
に
卵
を
と

っ
た
り
食
肉

用
と
し

て
、
ほ
と
ん
ど

の
農
家

で
は
鶏
を
飼

っ
て
い
た
。

養

鶏

明
治

期
の
村

の

「掟
」

で
飼
育
羽
数
を
五
羽
と
か
七
羽
の
制
限
規
定
か
ら
放
し
飼

い
が

ご
く
普
通

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た

「掟
」

の
中

で
外
部
か
ら
鶏
を
持
ち

こ
ま
な

い
こ
と
も
記
さ

れ

て
い
る

の
で
雑
種
を
き
ら

っ
た
処
置
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(第

四
章

ム
ラ

・
マ
チ

・
イ

エ
参
照
)
。

既
欝
懸
認

魔
【写 真72】 豚舎

 

三
神
小

『
郷
土
誌
』

に
よ
れ
ば
、
養
鶏
を
目
的
と
し
て
、
明
治

三
十

五
年
こ
ろ
三
神

の
関
根
亀
吉
が
は
じ
め
て
種
鶏
用
と
し

て
白
色
レ
グ
ホ
ン
種
五

羽
を
白

河
郡
庁
か
ら
交
付
さ
れ
た
と
あ

る
の
で
白
色
レ
グ
ホ
ン
の
普
及
と
農
家

へ
の
養
鶏
奨
励
を
図

っ
た
と

思
わ
れ

る
。

大
正
十
三
年

の
統
計
に
よ
れ
ば

一
〇
羽
未
満
飼
育

の
農
家
が
圧
倒
的
に
多

く
、
全
町

で
六
六
七
戸
で
五
〇
羽
未
満

の
農
家
は
九

一
戸
で
あ
る
。
そ
れ

以
上
の
飼
育
は
な

い
。
大
正
十
四
年
三
神
村

の
船
橋
正
義
が
棚
飼
を
は
じ
め
た
。
ま
た
丹
内
理

一
は
名
古
屋
よ
り
幼
鶏
を
導

入
し

(名
古
屋

コ
ー
チ

ン

種

ヵ
)
棚
飼
し
た
と

い
う

。

明
治

四
十

二
年
三
神
村

で
は

「
鳥
市
」

が
開
か
れ
七
窪
鶏
盛
社
が
鶏

の
売
買
を
し

て
い
る
。
副
業
的
養
鶏
が
は
じ
ま
る
と
卵
買

い
屋
、
鶏
買

い
屋
が



農
家
を
個
別

に
訪
問
す
る
よ
う

に
な

る
。
や
が
て
養
鶏
組
合
な
ど
も
組
織
さ
れ
る
。
養
鶏
が
比
較
的
早
く
は
じ
ま
る

の
は
三
神
村

で
あ

っ
た
。

め
ん
よ
う

や

き

そ

の
ほ
か

、
緬

羊

・
山

羊

な
ど

を

飼

育

す

る

農

家
も

あ

っ
た

が

、

ほ

ん

の

一
時

期

で
あ

っ
た

。

第
四
節

商

業

明
治
八
年

(
一
八
七
五
)

の
矢
吹
村

戸
籍

(写
)
か
ら
生
業
と
し

て
あ
げ
ら
れ
て

い
る
職
業
を
み
る
と
、
総
戸
数

一
五
四
戸
中
、
農

一
〇
六

戸
、
雑

二
四
戸
、
商

一
二
戸
、

工
六
戸
、
そ
の
ほ
か
六
戸
と
あ
り
、
農
業
が
六
八

・
八

%
と

、
番
多
く
、
商
業

は
七

・
八
%
、
工
業

と
雑
を
あ
わ
せ
る
と

一

九

・
五
%
に
な
る
。
同
年

の
三
城
目
村

の
場
合
を
み
る
と

一
.
弄

戸
中
、
農
業
は

=

一
戸
で
八
八

・
八
%
で
あ
る
。
中
畑
村

に
つ
い
て
は
、
資
料
が

な

い
の
で
不
明

で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
自
給
自
足

で
ま
か
な
う

こ
と
が

で
き
な

い
物
品
や
技
術
を
供

給
す

る
こ
と
を
生
業
と
す

る
人

々
が

い
た
。

明
治

に
な
り
居
住

・
職
業

の
自
由
が
認
め
ら
れ

「
殖
産
興
業
」

の
流

れ
の
中

で
流
通

・
交
易

が
盛

ん
に
な
り
、

一
層
多
様
な
生
業
が
出
現
す
る
。
ま
た

交
通
機
関

の
発
達
な
ど

に
よ
り
多

様
化

し
て
く

る
。

雑

・
工
と
表
記
さ
れ

て
い
る
人

々
の
多
く

は
、
職
人

・
仕
事

師

(力
役

)
と
よ
ば
れ
る
人
々
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
農
業
を
主
業
と
し

つ
つ
、

商

・
エ
の
仕
事
を
す

る
人

々
も
多
く
、
正
確
な
実
態
は

つ
か
み
に
く

い
。

一

商

い

業第四節 商

あ
き
な

ん
ま

商
業
は

「
商

い
」
と

い
っ
た
。
商

い
を
大

別
す

る
と
、
店
を
構
え
て
看
板
を
あ
げ
る

「商
店
」
と
各
家

に
出
向

い
て
売
り
歩
く

「
行
商
」

が
あ
る
。

第

三
章
交
通

・
運
輸

・
通
信

・
交
易

の
項
で
ふ
れ
る
の
で
こ
こ
で
は
生
業

の
実
態
と
し
て
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
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