
一

車
馬
鍬
の
登
場
と
普
及
―
形
態
の
分
類
と
分
布
か
ら

森
　
　
　
隆
　
男

は
じ
め
に

　
車
馬
鍬
に
出
会
っ
て
か
ら
十
数
年
が
経
つ
。
以
来
、
そ
の
異
様
な
形
態
に
魅
せ
ら

れ
て
、
各
地
に
調
査
に
出
掛
け
る
際
は
博
物
館
の
農
具
の
展
示
に
留
意
し
て
き
た
。

平
成
一
四
年
か
ら
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
を
受
け
て
調
査
を
行
な
い
、

全
国
的
な
情
報
を
収
集
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
に
は
「
謎
の
農
具
」
の
ま
ま
で

あ
る
。
南
は
鹿
児
島
県
か
ら
北
は
北
海
道
ま
で
分
布
し
て
お
り
、
各
地
の
博
物
館
に

実
物
資
料
が
保
管
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
状
況
な
ど
に
関
す
る
情
報

が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
博
物
館
の
展
示
室
や
収
蔵
室
で
実
物

資
料
を
見
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
多
く
の
場
合
モ
ノ
と
し
て
観
察
す
る
だ
け
で
あ
る
。

実
見
し
た
資
料
の
中
に
は
鬼
車
を
固
定
す
る
軸
と
そ
れ
を
受
け
る
木
枠
の
穴
が
著
し

く
摩
滅
し
て
お
り
、
補
修
を
施
し
た
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
く
り
返
し
使
用
さ
れ

て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
も
車
馬
鍬
は
本
当
に
役
に
立
つ
農
具
で
あ
っ
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

　
文
献
上
に
車
馬
鍬
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、『
農
具
便
利
論
』
で
あ
る
。
著
者
大

蔵
永
常
は
、
粘
土
質
の
土
地
で
砕
土
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
農
具
と
し
て
そ
の

普
及
を
説
い
た
。
彼
の
指
摘
が
的
確
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
私
は

近
畿
地
方
の
博
物
館
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
り
、
車
馬
鍬
の
収
蔵
の
有
無
と
情
報
の
提

供
を
依
頼
し
た
。
近
畿
地
方
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
別
稿
で
車
馬
鍬
の
分

布
状
況
と
粘
土
質
の
土
壌
の
分
布
情
報
を
重
ね
て
両
者
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
認
め
、

永
常
の
指
摘
が
妥
当
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る①
。

　
そ
の
後
さ
ら
に
調
査
の
範
囲
を
広
げ
て
ほ
ぼ
全
国
的
に
車
馬
鍬
の
形
態
に
関
す
る

情
報
を
収
集
し
た
結
果
、
二
種
類
に
大
別
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ
分
布
地
域
が
異
な
る
と

の
予
見
を
得
た
。
そ
の
ほ
か
乗
用
の
車
馬
鍬
や
、
同
じ
役
割
が
期
待
さ
れ
た
人
力
の

農
具
な
ど
も
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
『
農
具
便
利
論
』
で
紹
介
さ
れ
た
播
州

の
車
馬
鍬
と
同
形
態
の
資
料
の
分
布
が
近
畿
地
方
に
偏
在
し
て
い
る
こ
と
は
、『
農
具

便
利
論
』
の
歴
史
的
な
意
味
を
考
え
る
上
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
現
存
す
る
実
物
資
料
の
多
く
は
大
正
以
降
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
明

治
の
前
期
に
各
地
で
作
成
さ
れ
た
「
農
具
絵
図
」
と
、
農
具
の
展
覧
会
に
出
品
さ
れ

た
車
馬
鍬
の
資
料
に
注
目
し
た
。
こ
れ
ら
は
車
馬
鍬
を
時
間
軸
上
で
理
解
す
る
と
き

重
要
な
情
報
と
な
る
。

　
本
稿
で
は
、
今
ま
で
に
得
ら
れ
た
車
馬
鍬
に
関
す
る
情
報
を
分
析
し
、
こ
の
農
具

の
登
場
や
普
及
に
つ
い
て
現
段
階
で
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
い
。



二

1
　
把
手
の
取
り
付
け
位
置
に
よ
り
分
類
で
き
る
2
類
型

（
1
）
A
型

　
図
1
は
大
蔵
永
常
が
播
州
地
方
で
実
見
し
、
能
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
農
具

と
し
て
『
農
具
便
利
論
』
に
所
収
し
た
車
馬
鍬
で
あ
る②

。
鬼
車
を
木
枠
に
納
め
て
、進

行
方
向
に
対
し
て
中
央
よ
り
や
や
後
方
に
は
把
手
を
取
り
付
け
て
い
る
。
こ
れ
を
A

　
A
型
は
砕
土
機
能
を
も
つ
鬼
車
を
木
枠
に
収
め
、
牛
馬
に
引
か
せ
る
こ
と
に
主
眼

を
置
い
た
農
具
と
い
え
る
。
把
手
は
作
業
時
に
鬼
車
が
浮
き
上
が
ら
な
い
よ
う
に
上

か
ら
押
さ
え
る
た
め
に
、
中
央
よ
り
や
や
後
方
の
位
置
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
農
具
の
形
態
か
ら
、
柱
状
の
太
い
木
材
に
金
属
製
の
突
起
を
植
え
付
け
、
こ
れ

を
転
が
し
て
土
を
砕
く
農
具
に
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

具
体
例
と
し
て
愛
媛
県
農
業
試
験
場
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
農
具
図
譜
』（
以
下
『
愛

媛
県
農
具
図
譜
』
と
表
現
す
る
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「
塊
砕
器
」、別
名
コ
ロ
ガ
シ

と
呼
ば
れ
た
農
具
（
図
2
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る④

。
幸
い
実
物
が
東
温
町
に
残

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
松
本
市
の
日
本
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
コ
ン
ペ
ト
や

沖
縄
地
方
の
ク
ル
バ
ッ
シ
ャ
ー⑤

も
同
様
で
あ
る
。
な
お
『
愛
媛
県
農
具
図
譜
』
は
、明

確
な
作
成
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
全
国
各
地
に
残
る
農
具
絵
図
と
同
様
に
明
治
前

期
の
愛
媛
県
と
香
川
県
の
農
具
調
査
の
結
果
を
伝
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

図 1　車馬鍬（『農具便利論』）

型
と
す
る
。

　
A
型
は
近
畿
地
方
で
多

く
み
る
こ
と
が
で
き
、
と

く
に
播
磨
地
方
に
濃
厚
に

分
布
す
る
。
そ
の
他
の
地

方
で
確
認
で
き
た
の
は
愛

媛
県
小
田
町
、
長
野
県
豊

科
町
、
浜
松
市
、
山
梨
県

南
部
町
、
高
岡
市
、
函
館

市
で
あ
る
。
た
だ
し
愛
媛

県
の
事
例
は
「
麦
田
こ
ろ

が
し
」
と
呼
ば
れ
る
砕
土

機
で
、
昭
和
二
〇
年
代
か

ら
三
〇
年
代
の
前
半
と
い

う
比
較
的
新
し
い
時
期
に

使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る③

。

図 2　コロガシ（『愛媛県農具図譜』）



三

（
2
）
B
型

　
把
手
が
木
枠
の
最
後
部
に
取
り
付
け
ら
れ
た
形
態
の
車
馬
鍬
が
、
九
州
地
方
や
中

国
四
国
地
方
、
東
海
地
方
な
ど
に
広
く
分
布
す
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
B
型
と
す
る
。

　
図
3
は
、『
愛
媛
県
農
具
図
譜
』
の
中
で
「
車
馬
鍬
　
方
言
　
鬼
車
」
と
紹
介
さ
れ

た
農
具
で
あ
る
。
同
史
料
に
は
「
麻
久
波
　
亦

」
と
紹
介
さ
れ
た
農
具
（
図
4
）

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
車
馬
鍬
は
名
称
が
示
す
と
お
り
馬
鍬

の
前
部
に
鬼
車
を
取
り
付
け
た
農
具
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
車
馬
鍬
は

馬
鍬
が
改
良
さ
れ
た
農
具
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
『
愛
媛
県
農
具
図
譜
』

は
、
車
馬
鍬
の
初
期
の
形
態
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
そ
し
て
後
述
す
る

よ
う
に
、
車
馬
鍬
が
初
め
て
登
場
し
た
地
域
を
推
測
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
た
だ

し
掲
載
さ
れ
た
車
馬
鍬
の
図
が
正
確
で
あ
る
と
す
る
と
、
鬼
車
の
軸
を
支
え
る
部
材

が
貧
弱
で
あ
り
、
ま
た
鬼
車
に
植
え
込
ま
れ
た
刃
の
形
態
か
ら
判
断
し
て
、
ほ
と
ん

ど
実
用
に
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

図 3　車馬鍬（『愛媛県農具図譜』）

図 4　馬鍬（『愛媛県農具図譜』）



四

2
　
A
型
と
B
型
の
分
布
地
域
が
明
確
に
分
か
れ
る
西
日
本

（
1
）
近
畿
地
方

　
平
成
一
四
年
か
ら
一
五
年
に
か
け
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
と
、
滋

賀
県
と
三
重
県
を
除
く
二
二
箇
所
で
車
馬
鍬
が
残
存
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
A
型
で

あ
る
。
比
較
的
濃
厚
な
分
布
が
認
め
ら
れ
る
の
が
兵
庫
県
西
部
の
播
磨
地
域
お
よ
び

淡
路
島
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
所
在
す
る
博
物
館
で
回
答
が
あ
っ
た
一
五
館
の
う
ち

一
四
館
で
車
馬
鍬
を
所
蔵
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
車
馬
鍬
に
つ
い
て
は
紀
年
銘
が
無

写真 1　フロート付車馬鍬（西脇市郷土資料館蔵）

写真 2　昭和 2年頃発売の車馬鍬（奈良県立民俗博物館蔵）

い
た
め
使
用
さ
れ
た
時
代
は
不
明

で
あ
る
が
、
聞
き
書
き
調
査
な
ど

か
ら
大
正
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
ま

で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
ち
な
み
に
西
脇
市
郷
土
資

料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
車
馬
鍬

（
写
真
1
）
は
、残
さ
れ
た
実
用
新

案
特
許
の
番
号
か
ら
、
昭
和
二
四

年
に
フ
ロ
ー
ト
を
取
り
付
け
る
こ

と
で
操
作
が
容
易
に
な
る
と
し
て

特
許
を
申
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
同
様
の
形
態
を

と
る
資
料
が
加
古
川
流
域
滝
野
歴

史
民
俗
資
料
館
に
も
収
蔵
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
地
域
で
は
機
械
化
が

急
速
に
進
む
前
段
階
ま
で
、
車
馬
鍬
が
有
効
な
農
具
と
し
て
の
需
要
を
も
っ
て
い
た

こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
現
在
は
す
っ
か
り
都
市
化
が
進
ん
だ
大
阪
近

郊
の
四
条
畷
市
に
は
、
す
べ
て
金
属
製
の
車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
戦
後
に
な

っ
て
売
り
出
さ
れ
た
農
具
と
思
わ
れ
る
。

　
奈
良
県
立
民
俗
博
物
館
に
は
二
点
の
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
二
点
と
も
ほ

ぼ
同
形
態
で
、
焼
印
か
ら
三
重
県
の
坪
田
農
機
具
製
作
所
が
製
造
し
た
も
の
で
、「
坪

田
式
砕
土
機
」の
名
称
で
売
り
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鬼
車
の
ほ
か
に
、後

部
に
四
ま
た
は
八
枚
の
鎌
型
の
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
点

（
写
真
2
）
に
は
実
用
新
案
の
番
号
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
正
一
五
年
に
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三
重
県
名
賀
郡
猪
田
村
の
坪
田
岩
太
郎
に
よ
っ
て
出
願
さ
れ
、
昭
和
二
年
に
公
告
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
注
目
し
た
い
の
は
出
願
時
に
添
付
さ
れ
た
図
面
に
B
型
の
車

馬
鍬
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
販
売
に
当
た
っ
て
大
幅
な
変
更
が
行
な
わ
れ

た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
近
畿
地
方
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
A
型
に

な
っ
た
。
ま
た
図
面
に
は
鬼
車
の
前
に
八
本
の
鎌
型
の
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

土
壌
の
質
や
耕
す
深
さ
に
よ
っ
て
こ
の
刃
の
角
度
の
調
整
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
新

案
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
収
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
に
も
枠
木
の
前
部
に
五
本
の
刃

を
取
り
付
け
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
が
、
角
度
の
調
整
は
で
き
な
い
構

造
で
あ
る
。
結
局
新
案
の
ポ
イ
ン
ト
は
販
売
時
に
は
活
か
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
て
よ

か
ろ
う
。
ち
な
み
に
こ
の
資
料
に
は
後
部
に
鎌
型
の
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
、
ボ
ル
ト

に
よ
り
取
り
外
し
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
は
柄
の
部
分
に
長
さ
約
二

〇
セ
ン
チ
、
幅
二
セ
ン
チ
の
竹
製
の
ヘ
ラ
が
挿
し
込
ま
れ
て
い
る
。
粘
土
質
の
土
が

付
着
し
た
と
き
に
使
用
す
る
た
め
で
あ
る
。

　『
上
野
市
史
』
に
は
A
型
で
、二
本
の
鬼
車
を
も
つ
二
連
式
車
馬
鍬
が
報
告
さ
れ
て

い
る⑥

。
こ
の
農
具
に
は
ヒ
ヨ
ウ
ダ
オ
シ
の
呼
称
が
残
っ
て
い
た
。
前
の
軸
の
刃
は
棒

状
、
後
の
刃
は
鎌
型
で
あ
る
。
金
属
製
の
軸
に
刃
が
溶
接
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
に
な

っ
て
か
ら
製
造
さ
れ
た
農
具
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
明
治
前
期
か
ら
中
期
に
作
成
さ
れ
た
農
具
絵
図
か
ら
、
車
馬
鍬
の
情
報
を
さ

ぐ
っ
て
み
よ
う
。
近
畿
地
方
で
は
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
『
兵
庫
県
農
具
図
解
』、

『
摂
津
国
各
郡
農
具
略
図
』、『
日
高
郡
農
具
絵
図
』
に
加
え
、
自
治
体
史
の
発
行
の
過

程
で
発
見
さ
れ
た
橋
本
市
の
農
具
絵
図
に
車
馬
鍬
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
明
治
二
二
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
兵
庫
県
農
具
図
解
』
は
、
兵
庫
県
下

の
旧
五
カ
国
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
ま
た
は
二
郡
が
選
ば
れ
、
合
計
三
三
〇
点
の
農
具
が

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
加
古
郡
の
巻
に
「
む
ま
ぐ
わ
」
の
呼
称
と
と
も
に
B
型
の
車

馬
鍬
が
み
え
る（
図
5 ⑦
）。
現
在
こ
の
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
資
料
は
前
述
の
よ
う

に
す
べ
て
A
型
で
あ
り
、
近
世
後
期
に
大
蔵
永
常
が
実
見
し
た
車
馬
鍬
も
A
型
で
あ

っ
た
。
明
治
前
期
の
一
時
期
の
み
B
型
が
導
入
さ
れ
た
と
解
釈
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
細
に
こ
の
図
を

検
証
す
る
と
、
馬
鍬
の
刃
を
固
定
す
る
部
材
の
前
部
に
鬼
車
を
取
り
付
け
た
枠
を
差

し
込
ん
で
い
る
。
前
出
の
『
愛
媛
県
農
具
図
譜
』
に
収
録
さ
れ
た
古
態
を
示
す
資
料

と
同
様
の
構
造
で
あ
る
。
な
お
『
兵
庫
県
農
具
図
解
』
に
は
、
武
庫
・
莵
原
郡
で
は

「
ろ
く
ろ
ま
ぐ
わ
」、津
名
郡
で
は
「
日
雇
倒
し
」
の
呼
称
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。「
日

雇
倒
し
」
は
、
こ
の
農
具
の
能
率
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

写真 3　幅の狭い車馬鍬（岡山県立博物館蔵）



六

　
明
治
一
三
年
に
作
成
さ
れ
た
『
摂
津
国
各
郡
農
具
略
図
』
か
ら
は
、住
吉
郡
で
『
農

具
便
利
論
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
車
馬
鍬
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る⑧

。
名
称
は

「
馬
鍬
」
で
あ
る
。
ま
た
明
治
一
二
年
か
ら
二
一
年
の
間
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
日
高
郡

農
具
絵
図
』
に
は
ク
イ
グ
ワ
の
呼
称
で
収
録
さ
れ
て
い
る⑨

。
こ
れ
は
鬼
車
と
し
て
植

え
ら
れ
て
い
る
刃
が
、
鉄
の
杭
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
名
づ
け
ら
れ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。

　
橋
本
市
の
農
具
絵
図
（
図
6
）
は
明
治
中
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、「
千
キ
リ

　

一
名
万
力

　
価
八
円
」
と
み
え
る⑩

。
チ
キ
リ
の
呼
称
は
他
に
な
く
、
鬼
車
が
織
機
の

経
糸
を
巻
く
千
切
に
形
態
が
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
近
畿
地
方
で
は
A
型
の
車
馬
鍬
が
、
播
磨
地
方
で
は
近
世
後
期
か
ら
、

他
の
地
方
で
も
遅
く
と
も
明
治
初
期
か
ら
多
様
な
呼
称
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
普
及

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
形
態
に
つ
い
て
は
、
刃
の
形
が
鎌
型
で
あ
っ
た
り

棒
型
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
2
）
中
国
地
方

　
中
国
地
方
の
車
馬
鍬
は
い
ず
れ
も
B
型
で
あ
る
。
た
だ
し
鳥
取
県
に
は
乗
用
の
車

馬
鍬
が
分
布
し
て
い
る
。

　
岡
山
県
立
博
物
館
に
三
点
の
車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
一
点
は
幅
二
六

図 6　千キリ（『橋本市史』民俗編・文化財編）

図 5　「むまぐわ」（『兵庫県農具図解』）



七

セ
ン
チ
と
狭
く
、長
さ
六
八
セ
ン
チ
の
把
手
が
つ
い
て
い
る
（
写
真
3
）。
こ
の
把
手

は
除
草
機
の
柄
を
転
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
倉
敷
市
で
採
集
さ
れ
た
資
料
に

は
大
正
一
四
年
の
紀
年
銘
が
あ
り
、
軸
受
け
に
金
具
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
岡
山
県
賀
陽
町
（
現
吉
備
中
央
町
）
で
採
集
さ
れ
た
B
型
の
車
馬
鍬
が
、
関
西
大

学
の
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
。
別
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に⑪

、
何
度
も
修
理
を
加

え
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
広
島
県
福
山
市
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
で
は
オ
ニ
マ
ン
ガ
の
呼
称
を
も
つ
車
馬
鍬

が
報
告
さ
れ
て
い
る⑫

。
幅
七
三
セ
ン
チ
と
比
較
的
大
型
で
、
粘
土
質
の
水
田
で
使
用

さ
れ
て
い
た
。
材
料
は
樫
、
松
な
ど
堅
い
木
を
使
用
し
て
い
る
。

　
さ
て
鳥
取
県
立
博
物
館
に
は
「
八
反
切
り
ジ
ャ
グ
ル
マ
」
と
呼
ば
れ
る
車
馬
鍬
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
鳥
居
形
の
把
手
を
も
ち
、
鬼
車
の
上
に
板
を
置
い
て
乗
用
し
な

が
ら
操
作
を
す
る
農
具
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
写
真
で
み
る
農
具
民
具
』に
よ
る

と
大
正
中
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
使
用
さ
れ
、
粘
土
質
土
壌
の
砕
土
効
率
を
高

め
る
た
め
に
人
が
乗
っ
た
と
い
う⑬

。

　
昭
和
に
な
る
と
、
倉
吉
市
で
「
八
反
切
り
ジ
ャ
グ
ル
マ
」
を
改
良
し
た
ツ
チ
メ
ギ

が
登
場
し
た
（
写
真
4
）。
把
手
は
一
本
で
、や
は
り
乗
用
の
車
馬
鍬
で
あ
る
。
板
の

下
に
左
右
各
二
本
の
軸
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
一
六
本
の
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い

る
。
倉
吉
市
博
物
館
の
所
蔵
資
料
は
、幅
一
三
八
セ
ン
チ
、長
さ
一
一
七
セ
ン
チ
、高

さ
三
六
セ
ン
チ
で
、
そ
の
上
に
長
さ
一
一
七
セ
ン
チ
の
把
手
が
つ
い
て
い
る
。
軸
の

長
さ
は
五
九
セ
ン
チ
、
刃
の
長
さ
は
一
三
セ
ン
チ
で
あ
る
。
板
に
は
操
作
を
す
る
人

の
た
め
に
滑
り
止
め
も
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　「
八
反
切
り
ジ
ャ
グ
ル
マ
」
が
原
型
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、こ
の
農
具
は
一
本
の
柄

で
操
作
す
る
一
本
足
の
そ
り
と
も
い
え
る
形
態
で
、
左
右
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
た
め

に
は
熟
練
し
た
技
術
が
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
別
称
「
八
反
切
り
」
で
、

昭
和
六
年
ご
ろ
か
ら
普
及
し
て
い
っ
た
と
い
う⑭

。
そ
れ
ま
で
備
中
鍬
や
木
製
の
槌
で

土
塊
を
砕
い
て
い
た
の
で
、
効
率
を
上
げ
る
農
具
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
分
布
は
ほ
ぼ
鳥
取
県
下
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
こ

れ
ら
の
農
具
は
、
後
述
す
る
北
海
道
の
「
鬼
ハ
ロ
ー
」
と
形
態
が
類
似
し
て
い
る
。

（
3
）
四
国
地
方

　
香
川
県
高
松
市
の
瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
香
川
県
と
、
愛
媛
県
の
一
部

で
採
集
さ
れ
た
約
三
〇
点
の
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
大
型
か
ら
小
型
ま
で
、

形
態
も
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
把
手
か
ら
み
る
限
り
、
い
ず
れ
も
B
型
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
ず
注
目
し
た
い
資
料
は
、
ト
ウ
ウ
マ
ン
ガ
の
呼
称
を
も
つ
小
型
の
車
馬
鍬
で
あ

写真 4　ツチメギ（倉吉市博物館蔵）



八

る
。
愛
媛
県
宇
摩
郡
土
居
町
で

採
集
さ
れ
、
全
長
六
二
・
五
セ

ン
チ
、
幅
三
六
セ
ン
チ
、
高
さ

二
五
セ
ン
チ
と
筆
者
が
実
見
し

た
資
料
の
中
で
最
小
で
あ
っ
た

（
写
真
5
）。
シ
リ
ガ
シ
が
付
属

し
て
い
る
こ
と
か
ら
牛
馬
が
引

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幅
が
狭

い
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
水
田

の
代
掻
き
で
は
な
く
麦
畑
の
砕

土
に
使
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
正
か
ら
終
戦
直
後
に
か
け
て

使
用
さ
れ
た
オ
ニ
ウ
マ
ン
ガ
と

呼
ば
れ
る
資
料
（
写
真
6
）
は
、

後
刃
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
板
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
農
具
も
土
塊
を
砕

く
と
と
も
に
麦
畑
の
畝
を
整
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
コ
ロ
マ
ン
ガ

の
呼
称
が
記
録
さ
れ
て
い
る
資
料（
写
真
7
）は
高
松
市
で
採
集
さ
れ
た
も
の
で
、枠

の
う
ち
前
後
の
部
分
が
金
属
製
で
あ
る
。
た
だ
し
比
較
的
薄
い
板
状
の
刃
を
縦
に
植

え
込
ん
だ
農
具
で
あ
り
、
十
分
な
能
力
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
使

用
の
痕
跡
も
少
な
い
。

　
乗
用
の
車
馬
鍬
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
写
真
8
、
9
）。
長
さ
九
四
セ
ン
チ
、
幅
三

四
・
五
セ
ン
チ
、
高
さ
二
六
セ
ン
チ
の
箱
型
の
形
態
を
し
て
お
り
、
裏
側
前
部
に
は

長
さ
七
・
五
セ
ン
チ
の
歯
が
二
四
本
植
え
込
ま
れ
た
鬼
車
が
付
い
て
い
る
。
ま
た
後

部
に
は
鎌
型
の
刃
が
三
本
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
可
動
で
あ
る
。
表
側
に

乗
っ
た
人
が
握
る
把
手
が
あ
り
、
牽
引
は
人
力
と
思
わ
れ
る
。
比
較
的
よ
く
似
た
農

具
が
埼
玉
県
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
幅
が
三

六
〜
七
三
セ
ン
チ
、
歯
も
鎌
型
や
棒
型
と
規
模
や
形
態
が
多
様
な
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ

写真 5　  トウウマンガ（瀬戸内
歴史民俗資料館蔵）

写真 6　オニウマンガ（瀬戸内歴史民俗資料館蔵）

写真 7　  コロマンガ（瀬戸内
歴史民俗資料館蔵）



九

れ
て
い
る
。
香
川
県
は
後
述
す
る
愛
媛
県
と
と
も
に
車
馬
鍬
が
い
ろ
い
ろ
な
改
良
を

加
え
ら
れ
な
が
ら
、
多
様
な
展
開
を
し
た
地
域
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
車
馬
鍬
の
誕
生

と
い
う
点
か
ら
も
興
味
深
い
地
域
で
あ
る
。

　
徳
島
県
で
は
県
立
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
五
点
の
車
馬
鍬
に
つ
い
て
調
査
を

実
施
し
た
。
こ
こ
で
は
車
馬
鍬
を
コ
ロ
ま
た
は
「
牛
コ
ロ
」
と
呼
び
、
昭
和
三
〇
年

ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
牽
引
に
使
用
さ
れ
た
の
は
牛
で
あ
る
。

　
写
真
10
の
資
料
は
最
も
小
型
で
、
長
さ
六
一
セ
ン
チ
、
幅
三
七
セ
ン
チ
、
高
さ
六

四
セ
ン
チ
で
あ
る
。
柄
が
長
く
、
逆
V
字
型
に
取
り
付
け
て
あ
る
の
は
、
作
業
時
に

把
手
を
下
方
に
押
さ
え
る
こ
と
で
砕
土
の
能
力
を
高
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
枠

に
牽
引
の
た
め
の
部
材
が
差
し
込
ま
れ
て
い
る
点
も
特
色
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
昭
和

二
五
年
に
板
野
郡
藍
園
村
で
製
作
さ
れ
た
資
料
も
幅
が
四
八
・
五
セ
ン
チ
と
比
較
的

小
型
で
あ
り
、
柄
は
ボ
ル
ト
で
固
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
幅
が
狭
い

点
に
着
目
す
る
と
、
水
田
よ
り
畑
の
砕
土
の
農
具
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
名
西
郡

神
山
町
の
報
告
で
は
、
二
毛
作
を
し
た
水
田
で
、
六
月
初
旬
に
麦
の
刈
り
取
り
を
し

た
後
、
コ
ロ
を
使
用
し
て
麦
の
株
を
掘
り
起
こ
し
な
が
ら
ク
レ
と
呼
ぶ
土
の
塊
を
粉

砕
し
た
。
株
は
そ
の
ま
ま
肥
料
に
し
た
と
い
う⑮

。

　
な
お
「
貸
」
の
焼
印
を
押
し
た
資
料
が
あ
り
、
貸
し
農
具
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
車
馬
鍬
が
使
用
さ
れ
る
機
会
は
必
ず
し
も
多
い
と

写真 8　乗用車馬鍬（瀬戸内歴史民俗資料館蔵）

写真 9　同下部

写真10　小型車馬鍬（徳島県立博物館）



一
〇

い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
高
知
県
安
芸
市
の
歴
史
民
俗
資
料
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
車
馬
鍬
（
写
真
11
）
は

金
属
製
で
あ
る
。
鉄
パ
イ
プ
を
使
用
し
て
い
る
の
で
比
較
的
軽
い
。
刃
は
緩
や
か
な

S
字
型
で
、回
転
部
に
三
六
本
が
植
え
込
ま
れ
て
い
る
。
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
、代

掻
き
の
際
に
使
用
さ
れ
た
。
利
用
し
た
家
畜
は
牛
で
あ
る
。

　
愛
媛
県
立
歴
史
文
化
博
物
館
に
は
安
芸
市
の
事
例
と
ほ
ぼ
同
形
態
で
あ
る
が
、
鬼

車
の
軸
木
と
把
手
が
木
製
の
車
馬
鍬
が
一
点
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
は
オ

ニ
グ
ル
マ
と
呼
ば
れ
る
砕
土
機
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る（
写
真
12
）。
こ
の
資
料
は
呼
称

の
と
お
り
、
オ
ニ
グ
ル
マ
二
本
を
枠
に
固
定
し
た
農
具
で
あ
る
。
刃
は
既
製
品
の
金

二
セ
ン
チ
で
、
長
さ
一
二
セ
ン
チ
の
刃
が
一
列
一
二
本
ず
つ
一
〇
列
に
わ
た
っ
て
最

大
径
二
三
セ
ン
チ
の
軸
に
植
え
込
ま
れ
て
い
る
。
牛
で
牽
引
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
地
域
で
は
コ
ロ
ガ
シ
の
需
要
が
あ
り
、
比
較
的
遅
く
ま
で
製
造
と
供
給
が

行
な
わ
れ
た
。

　
さ
て
前
述
し
た
よ
う
に
、『
写
真
で
み
る
農
具
民
具
』
に
愛
媛
県
小
田
町
の
「
麦
田

こ
ろ
が
し
」
と
呼
ば
れ
る
車
馬
鍬
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
農
具
は
A
型
で
あ
る

が
、
第
二
次
大
戦
後
の
導
入
と
報
告
さ
れ
て
お
り
、
近
畿
地
方
か
ら
も
ち
込
ま
れ
た

可
能
性
が
高
い
。
瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
に
、姫
路
市
の
工
場
で
製
造
さ
れ
た「
深

沢
式
水
田
整
地
砕
土
器
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
後
こ
の
地
域
に
は
播
磨

写真11　金属製車馬鍬（安芸市歴史民俗資料館蔵）

写真12　オニグルマ（愛媛県立歴史文化博物館蔵）

属
棒
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ボ
ル
ト
で
金
具
を
固
定
し
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
昭
和
に
な
っ
て
製
造
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

刃
の
数
は
軸
部
に
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
本
、
枠
に
三
六
本
、
計
二
〇

〇
本
近
く
植
え
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
か
な

り
重
量
が
あ
る
。
軸
が
一
本
の
農
具
が
『
愛
媛
県
農
具
図
譜
』

で
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
コ
ロ
ガ
シ
も
そ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の

で
あ
る
。
ま
た
明
治
四
四
年
に
開
催
さ
れ
た
全
国
農
具
展
覧
会

で
も
同
県
温
泉
郡
余
土
村
の
宮
内
浦
太
郎
が
「
道
後
式
回
転
土

塊
器
」
を
出
品
し
て
い
る⑯

。
軸
が
一
本
の
農
具
で
、「
本
器
は
土

塊
を
破
砕
し
つ
つ
地
均
ら
し
を
行
ふ
も
の
に
し
て
、
其
の
構
造

簡
単
な
れ
ど
も
、
効
果
程
大
に
し
て
大
に
便
あ
り
と
す
」
と
謳

っ
て
い
る
。
価
格
は
六
円
で
あ
っ
た
。
同
形
態
の
資
料
が
東
温

町
の
教
育
委
員
会
に
オ
ニ
グ
ル
マ
の
呼
称
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る

（
写
真
13
）。
長
さ
一
五
二
セ
ン
チ
、
幅
四
八
セ
ン
チ
、
高
さ
四



一
一

方
面
か
ら
農
具
が
入
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
4
）
九
州
地
方

　
九
州
地
方
の
各
県
、
対
馬
で
見
ら
れ
る
車
馬
鍬
は
い
ず
れ
も
B
型
で
、
形
態
も
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。

　
大
分
県
で
は
、
ツ
ラ
ラ
を
意
味
す
る
モ
ー
ガ
ま
た
は
モ
ー
ガ
ン
コ
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
鬼
車
の
刃
の
形
か
ら
つ
け
ら
れ
た
呼
称
で
あ
ろ
う
。
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
普
及
し
、
価
格
は
昭
和
初
年
当
時
二
円
で
あ
っ
た⑰

。
ち
な
み
に
当
時
米
が

一
俵
五
円
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
比
較
的
安
価
な
農
具
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大

野
郡
野
津
町
で
は
一
一
月
下
旬
か
ら
一
二
月
上
旬
に
か
け
て
犂
で
荒
起
し
を
し
た
後
、

麦
田
専
用
の
ク
レ
ワ
リ
モ
ー
ガ
を
牛
に
引
か
せ
て
畑
を
整
え
た
と
い
う⑱

。
ク
レ
ワ
リ

モ
ー
ガ
と
は
刃
が
S
字
型
に
曲
が
っ
た
車
馬
鍬
で
あ
る
。
牽
引
に
は
平
野
部
で
は
馬
、

山
間
部
で
は
牛
が
使
用
さ
れ
た
。
大
分
市
歴
史
資
料
館
に
は
数
点
の
車
馬
鍬
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
（
写
真
14
）。
法
量
は
、
長
さ
六
〇
セ
ン
チ
、
高
さ
七
〇
セ
ン
チ
、
幅
六

〇
か
ら
七
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
。
う
ち
一
点
に
は
昭
和
一
一
年
一
一
月
の
紀
年
銘
が
あ

る
。

　
熊
本
市
立
博
物
館
に
も
把
手
の
形
状
が
少
し
異
な
る
が
、
大
分
県
と
ほ
ぼ
同
様
の

車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
市
内
南
部
の
粘
土
質
の
地
域
に
分
布
し
、
こ
の
地
域

で
は
馬
耕
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
軸
受
け
部
分
に
金
属
の
部
品
を
使
用
し
て
い
る
が
、

重
量
は
比
較
的
軽
い
。
田
植
え
前
の
代
掻
き
に
使
用
さ
れ
、
従
来
の
馬
鍬
で
は
同
じ

写真13　オニグルマ（東温町教育委員会蔵）

写真14　モーガ（大分市歴史資料館蔵）



一
二

と
こ
ろ
を
三
回
掻
い
た
が
、
こ
の
農
具
で
は
一
回
で
済
ん
だ⑲

。

　
宮
崎
県
総
合
博
物
館
に
は
幅
が
六
四
・
三
セ
ン
チ
の
牛
馬
両
用
の
資
料
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
昭
和
前
期
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
使
用

さ
れ
た
と
い
う
。
同
県
都
城
市
歴
史
資
料
館
に
は
ほ
ぼ
同
形
態
で
あ
る
が
、
幅
が
八

一
セ
ン
チ
の
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
鬼
車
を
支
え
る
木
枠
の
周
囲
に
は
摩
滅
を

防
ぐ
た
め
に
鉄
板
が
巻
か
れ
て
お
り
、
か
な
り
重
量
が
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
一
般

的
に
馬
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
シ
ラ
ス
台
地
で
、
粘
土

質
の
土
壌
で
は
な
い
。

　
鹿
児
島
県
で
は
モ
ー
ガ
ま
た
は
モ
ガ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
モ
ガ
は
馬
鍬
全
体
を
さ

す
呼
称
で
、
と
く
に
車
馬
鍬
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
世
田
市
（
現
南
さ
つ

ま
市
）
で
は
戦
前
に
使
用
さ
れ
、
市
内
の
田
布
施
で
製
作
さ
れ
て
い
た⑳

。

　
佐
賀
県
立
農
業
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
は
三
点
の
車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

（
写
真
15
）。
う
ち
一
点
に
は
付
着
し
た
土
を
掻
き
落
す
た
め
に
使
用
し
た
木
製
の
ヘ

ラ
が
付
属
し
て
い
た（
写
真
16
）。
ヘ
ラ
の
付
属
は
粘
土
質
の
土
壌
で
使
用
さ
れ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
形
態
、
大
き
さ
は
九
州
各
県
と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
ホ
ー
ジ
ャ
マ
ガ

の
呼
称
が
残
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
普
及
し
な
か
っ
た
と
い
わ
れ㉑

、
麦
田

の
畝
の
砕
土
に
ヒ
コ
ー
キ
マ
ガ
が
普
及
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
福
岡
県
に
は
明
治
一
一
年
に
作
成
さ
れ
た
農
具
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

に
「
筑
前
国
粕
屋
郡
荒
割
馬
鍬
」
の
名
称
で
車
馬
鍬
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
部
を
描

い
た
部
分
が
一
部
欠
落
し
て
い
る
が
、
形
態
は
B
型
で
、
鬼
車
の
刃
一
四
本
と
後
の

刃
八
本
が
認
め
ら
れ
る㉒

。

　
長
崎
県
に
は
『
明
治
十
三
年
調
べ
長
崎
県
佐
賀
県
に
お
け
る
農
具
図
録
』
が
残
さ

写真15　車馬鍬（佐賀県立農業試験研究センター蔵）写真16　土を掻き落すヘラ（同）



一
三

れ
て
お
り
、
馬
鍬
は
収
録
さ
れ
て
い
る
が
車
馬
鍬
は
見
ら
れ
な
い㉓

。
し
か
し
対
馬
の

豊
玉
町
郷
土
館
に
は
「
馬
鍬
」
の
名
称
で
九
州
各
県
と
ほ
ぼ
同
様
の
車
馬
鍬
が
展
示

さ
れ
て
い
た
。
木
枠
の
材
質
は
欅
で
、
軸
受
け
部
分
に
は
金
属
の
部
品
が
使
用
さ
れ

て
お
り
、
か
な
り
重
量
が
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
赤
牛
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

3
　
A
型
と
B
型
が
混
在
す
る
中
部
地
方
以
北

（
1
）
北
陸
・
中
部
地
方

　
北
陸
地
方
に
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
形
態
の
車
馬
鍬
は
確
認
で
き
な
い
。
し
か

し
戦
後
全
国
的
に
普
及
し
た
金
属
製
の
水
田
砕
土
機
は
、『
写
真
で
た
ど
る
農
具
の
発

達
史
』
に
よ
る
と
北
陸
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る㉔

。
そ
の
原
型
に
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
農
具
が
能
美
市
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た（
写
真
17
）。
ほ
ぼ
同
型
の
資

料
を
福
井
県
立
博
物
館
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
牽
引
の
た
め
の
鉄
棒
も
含
め
て

長
さ
五
二
セ
ン
チ
、
幅
七
〇
セ
ン
チ
、
高
さ
七
六
セ
ン
チ
で
、
六
角
形
の
木
製
の
軸

に
三
三
本
の
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
把
手
の
長
さ
も
調
整
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
農
具
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
写
真
18
の
農
具
で
あ
る
。
こ
れ
は

金
沢
市
に
あ
る
古
川
農
具
製
作
所
が
製
造
し
た
も
の
で
、
戦
後
に
売
り
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
戦
前
は
馬
が
飼
育
さ
れ
て
お
り
、
畜
力
利
用
農
具
を
牽

引
し
た
の
は
馬
と
考
え
ら
れ
る㉕

。

　
中
部
地
方
に
は
A
型
と
B
型
の
車
馬
鍬
が
混
在
し
て
分
布
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

写真17　車馬鍬（能美市立博物館蔵）

写真18　戦後の車馬鍬（能美市立博物館蔵）

写真19　コンペト（松本市日本民俗資料館蔵）



一
四

た
だ
し
、
東
海
地
方
に
つ
い
て
は
十
分
な
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
岐
阜
県
農
具
絵
図
に
は
B
型
の
車
馬
鍬
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
鬼
車
の
軸
を
支
え

る
木
枠
が
広
い
、
四
国
や
九
州
で
一
般
的
に
み
ら
れ
る
形
態
で
あ
る
。
刃
は
棒
状
で
、

木
枠
の
前
部
に
も
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る㉖

。
こ
の
点
は
三
重
県
の
坪
田
岩
太
郎

が
実
用
新
案
の
申
請
時
に
添
付
し
た
図
面
と
共
通
す
る
。

　
長
野
県
豊
科
町
で
は
、
ク
レ
コ
ワ
シ
マ
ン
ガ
と
呼
ば
れ
る
A
型
の
車
馬
鍬
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。
明
治
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
コ
ン
ペ
ト
と
呼
ば
れ
る
砕
土
機
（
写
真

19
）
と
刃
の
形
状
が
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の
農
具
と
車
馬
鍬
が
合
体
し
た
と
み
て
よ

か
ろ
う
。
ち
な
み
に
日
本
民
俗
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
コ
ン
ぺ
ト
は
、
直
径
約

二
〇
セ
ン
チ
長
さ
四
三
セ
ン
チ
の
軸
に
約
一
〇
セ
ン
チ
の
刃
が
二
四
本
植
え
込
ま
れ

て
い
る
。

　
安
城
市
博
物
館
に
は
、
鬼
車
を
取
り
外
し
で
き
る
よ
う
に
片
方
の
木
枠
の
内
側
に

溝
を
付
け
た
珍
し
い
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る（
写
真
20
）。
軸
と
溝
の
一
部
に
は

金
属
の
部
品
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
痕
跡
か
ら
判
断
し
て
か
な
り
使
い
込
ま
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ズ
リ
マ
ン
ガ
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
形
態
は
B
型
で
あ
る
。
使
用
さ

れ
て
い
た
地
域
は
粘
度
質
の
土
壌
で
あ
る
と
い
う
。

　
A
型
の
車
馬
鍬
で
は
、
把
手
の
取
り
付
け
位
置
が
木
枠
の
中
央
よ
り
少
し
後
方
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
浜
松
市
博
物
館
に
は
、
鬼
車
を
支
え
る
木
枠
の
最
前
部
に
把
手
を

写真20　  鬼車を取り外しできるように溝をつけた木枠
（安城市博物館蔵）

写真21　  2 本の鬼車をもつ車馬鍬（佐渡博物館蔵）

写真22　「はったん」（山梨県身延町）



一
五

取
り
付
け
た
A
型
の
車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
鬼
車
の
取
り
外
し
も
可
能
で
、

そ
の
部
分
の
構
造
は
安
城
市
博
物
館
所
蔵
資
料
と
同
じ
で
あ
る
。
隣
接
す
る
地
域
で

も
あ
り
、
両
者
が
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
佐
渡
島
の
南
部
に
は
B
型
の
車
馬
鍬
が
分
布
し
て
い
る
。
佐
渡
博
物
館
に
収
蔵
さ

れ
て
い
る
資
料
は
棒
状
の
刃
を
も
つ
も
の
と
、
コ
ン
ペ
ト
の
刃
に
似
た
形
状
の
刃
を

も
つ
も
の
の
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
大
正
一
一
年
に
愛
媛
県
か
ら
導
入
さ
れ
た
資
料

で
、
そ
の
際
に
技
術
指
導
員
も
招
か
れ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
裏
作
の
た
め
に
立

て
た
畝
を
崩
す
と
き
に
使
用
し
、
牽
引
は
主
に
牛
で
あ
っ
た
。
古
く
は
小
型
の
佐
渡

牛
が
使
用
さ
れ
た
が
性
格
が
荒
く
、
後
に
性
格
が
穏
や
か
な
朝
鮮
の
赤
牛
が
入
っ
て

き
た
。
昭
和
三
三
年
ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
た
が
、
商
品
と
し
て
流
通
す
る
ほ
ど
普
及

車
馬
鍬
の
存
在
が
確
認
で
き
た
の
は
、
関
東
地
方
で
は
栃
木
県
だ
け
で
あ
る
。
た
だ

し
戦
後
に
普
及
し
た
金
属
製
の
農
具
は
各
地
に
分
布
し
て
い
る
。
ま
た
多
様
な
形
態

の
砕
土
機
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
地
方
の
特
色
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　
栃
木
県
宇
都
宮
市
で
は
、
畑
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
B
型
の
車
馬
鍬
が
報
告

さ
れ
て
い
る㉘

。
同
県
芳
賀
町
で
も
同
形
態
の
資
料
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。「
鬼
馬
鍬
」

と
呼
ば
れ
、「
振
り
馬
鍬
」
に
代
わ
っ
て
大
正
中
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
後
半
ま
で
使

用
さ
れ
た㉙

。

　
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
に
は
、
A
型
の
車
馬
鍬
を
基
本
に
製
造
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
資
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
写
真
23
）。
富
岡
市
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、枠

の
部
分
に
鉄
パ
イ
プ
を
使
用
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
戦
後
の
農
具
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

写真23　鉄パイプ使用の車馬鍬
　　　　（群馬県立歴史博物館蔵）

写真24　ドロコナシ（旧さきたま資料館蔵）

し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
後
者
は
二
連
式
で
、
既
製
品
の
金
属

棒
や
ボ
ル
ト
が
利
用
さ
れ
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
（
写
真

21
）。
東
京
農
業
大
学
に
も
佐
渡
島
の
新
穂
村
（
現
佐
渡
市
）
で
採

集
さ
れ
た
B
型
の
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る㉗

。

　
山
梨
県
身
延
町
で
は
シ
ン
プ
ル
な
A
型
の
車
馬
鍬
を
み
る
こ
と

が
で
き
た（
写
真
22
）。
南
巨
摩
郡
南
部
町
本
郷
に
あ
っ
た
車
馬
鍬

で
、当
地
で
は
「
は
っ
た
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
鳥
取
県
の
「
八

反
切
り
」
と
同
様
、
砕
土
の
能
率
を
表
す
呼
称
で
あ
ろ
う
。
把
手

が
短
く
、
前
か
が
み
の
姿
勢
で
操
作
し
た
は
ず
で
あ
る
。

（
2
）
関
東
地
方

　
東
京
都
公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
明
治
の
「
府
下
六
郡
農

具
図
」
六
点
に
は
、
車
馬
鍬
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
典
型
的
な



一
六

ま
た
、
把
手
の
角
度
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
枠
の
最
前
部
に
把
手
を
取
り
付

け
て
い
る
点
は
、
浜
松
市
博
物
館
所
蔵
の
資
料
と
共
通
す
る
。
な
お
こ
の
地
域
の
土

壌
は
火
山
灰
質
で
、
粘
土
質
で
は
な
い
。

　
埼
玉
県
の
旧
さ
き
た
ま
資
料
館
（
現
在
は
県
立
博
物
館
に
移
管
）
に
は
乗
用
の
車

馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
写
真
24
）。
行
田
市
で
採
集
さ
れ
た
資
料
で
、ド
ロ
コ
ナ

シ
の
呼
称
を
も
つ
。
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
鉄
骨
屋
に
注
文
し
て
作
っ
た
と
さ
れ
、
麦
畑

の
砕
土
機
と
し
て
多
く
の
農
家
に
普
及
し
て
い
た
。
一
週
間
分
の
作
業
が
一
日
で
終

了
す
る
大
変
能
率
的
な
農
具
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ト
ラ
ク
タ
ー
が
普
及
す
る
昭
和
四

〇
年
代
中
ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
長
さ
九
〇
セ
ン
チ
、
幅
四
二
セ
ン
チ
、
高
さ
七

五
セ
ン
チ
の
小
型
の
農
具
で
、
把
手
が
前
部
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
前
後
に
ロ

ー
タ
リ
ー
の
刃
、
そ
の
間
に
二
列
の
薬
研
状
の
刃
が
あ
り
、
薬
研
馬
鍬
を
参
考
に
作

製
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
（
写
真
25
）。
こ
の
点
で
、瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
の

乗
用
の
車
馬
鍬
と
は
異
な
る
。
最
前
部
に
牛
馬
に
つ
な
ぐ
金
具
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、畜
力
利
用
の
農
具
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
地
域
で
は
、戦
前
は
馬
、戦

後
は
牛
が
牽
引
し
た
。

　
千
葉
県
立
大
利
根
博
物
館
に
は
佐
倉
市
で
採
集
し
た
サ
ク
ラ
ハ
ロ
ー
が
収
蔵
さ
れ

て
い
る
。
昭
和
初
期
に
導
入
さ
れ
、代
掻
き
に
使
用
さ
れ
た
。
長
さ
六
三
セ
ン
チ
、幅

一
四
九
セ
ン
チ
、
高
さ
七
七
セ
ン
チ
の
大
型
農
具
で
、
牛
と
と
も
に
水
路
を
船
で
運

写真25　同下部

写真26　サクラハロー（土浦市立博物館蔵）

写真27　薬研馬鍬（龍ヶ崎市立歴史民俗資料館蔵）



一
七

搬
し
た
と
い
う
。
同
様
の
形
態
の
資
料
が
土
浦
市
立
博
物
館
に
も
収
蔵
さ
れ
て
い
る

（
写
真
26
）。

　
茨
城
県
龍
ヶ
崎
市
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
薬
研
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
写

真
27
）。
長
さ
九
〇
セ
ン
チ
、
幅
九
〇
セ
ン
チ
、
高
さ
六
七
セ
ン
チ
で
、
直
径
三
〇
・

五
セ
ン
チ
の
四
枚
の
薬
研
状
の
刃
と
六
本
の
棒
状
の
刃
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。

昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
代
掻
き
に
使
用
さ
れ
、
牛
馬
の
両
方
が
牽
引
し
た
。

（
3
）
東
北
地
方

　
青
森
県
で
B
型
の
車
馬
鍬
の
所
在
を
確
認
で
き
た
が
、
現
時
点
で
他
の
県
の
分
布

に
関
す
る
情
報
は
少
な
い
。
ま
た『
二
本
町
市
史
』第
八
巻
に「
明
治
五
年
五
月
　
安

達
郡
農
具
略
図
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
車
馬
鍬
は
み
え
な
い㉚

。
な
お
東
北
地
方

に
は
、
人
力
の
砕
土
機
が
比
較
的
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
青
森
県
深
浦
町
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
は
、
B
型
の
車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る

（
写
真
28
）。
長
さ
九
〇
セ
ン
チ
、
幅
八
三
セ
ン
チ
、
高
さ
六
一
セ
ン
チ
の
比
較
的
大

型
の
資
料
で
あ
る
が
、
把
手
は
幅
四
九
セ
ン
チ
、
高
さ
三
八
セ
ン
チ
と
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
と
も
い
え
る
ほ
ど
小
さ
い
。
と
く
に
鬼
車
を
支
え
る
木
枠
は
厚
く
、
黒
色
の
塗
料

が
塗
ら
れ
て
い
る
。
使
用
が
始
ま
っ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
耕
う
ん
機
が
登
場

す
る
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
青
森
県
立
郷
土
館
に
は
青
森
市
で
採
集
さ
れ
た
、
こ
の
資

料
よ
り
さ
ら
に
大
型
の
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る㉛

。
刃
の
数
と
形
態
は
ほ
ぼ
同
じ

で
、
タ
シ
ロ
カ
キ
の
呼
称
を
も
つ
。
田
植
え
時
の
水
田
で
代
掻
き
に
使
用
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
両
者
と
も
鬼
車
の
軸
を
木
枠
の
下
部
に
取
り
付
け
て
お
り
、
同
じ

業
者
が
製
造
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
岩
手
県
立
農
業
技
術
館
に
は
A
型
の
車
馬
鍬
を
基
本
に
し
て
、
す
べ
て
金
属
で
製

作
さ
れ
た
農
具
が
所
蔵
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は

紫
波
町
で
採
集
さ
れ
た
も

の
で
、「
お
に
ま
ぐ
わ
」
の

呼
称
を
も
つ
。
長
さ
一
一

一
セ
ン
チ
、
幅
八
三
・
五

セ
ン
チ
、
高
さ
六
五
セ
ン

チ
で
、
把
手
の
一
部
だ
け

が
木
製
で
あ
る
。
同
様
の

資
料
は
花
巻
市
立
歴
史
民

俗
資
料
館
に
も
収
蔵
さ
れ

て
い
る
ほ
か
、
青
森
県
立

郷
土
館
の
図
録
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
岩
手
県

立
農
業
技
術
館
に
は
、
三

列
の
鬼
車
を
も
つ
人
力
の

砕
土
機
が
所
蔵
さ
れ
て
い

る（
写
真
29
）。
長
さ
七
九

セ
ン
チ
、
幅
六
九
セ
ン
チ

の
木
枠
の
両
側
に
長
い
柄

が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、

二
人
で
操
作
し
た
農
具
で

あ
る
。

写真28　把手が小さい車馬鍬
　　　　（青森県深浦町立歴史民俗資料館蔵）

写真29　二人用人力砕土器
　　　　（岩手県立農業技術館蔵）



一
八

　
山
形
県
長
井
市
で
も
人
力
の
回
転
馬
鍬
が
採
集
さ
れ
て
い
る
。「
手
じ
ろ
」の
呼
称

を
も
ち
、
大
正
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
の
後
半
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
表
層
に
あ
る
土
の

塊
を
砕
く
た
め
に
使
用
さ
れ
、
一
日
一
〇
ア
ー
ル
の
能
率
で
あ
っ
た
。
木
枠
は
長
さ

六
五
・
五
セ
ン
チ
、
幅
五
七
セ
ン
チ
で
、
長
い
把
手
が
つ
い
て
お
り
、
除
草
機
の
よ

う
に
操
作
し
た32

。

　
奥
会
津
地
方
歴
史
民
俗
資
料
館
に
も
、
福
島
県
南
会
津
郡
で
採
集
し
た
テ
オ
シ
シ

ロ
カ
キ
と
呼
ば
れ
る
人
力
の
回
転
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
山
形
県
の「
手
じ
ろ
」

と
同
様
、
除
草
機
に
近
い
形
態
で
、
最
前
部
に
は
木
製
の
板
が
つ
い
て
い
る
。
牛
馬

が
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
湿
田
で
使
用
さ
れ
た
農
具
で
、
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と

い
う
。
会
津
若
松
市
で
は
ハ
ッ
タ
の
呼
称
が
あ
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
、
能
率
を

上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
把
手
が
両
方
に
取
り
付
け
ら
れ
た
二
人
用
の

大
型
の
ハ
ッ
タ
も
あ
っ
た33

。

（
4
）
北
海
道

　
市
立
函
館
博
物
館
に
は
A
型
の
車
馬
鍬
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
長
さ
八
四
セ
ン
チ
、

幅
一
一
〇
セ
ン
チ
、
高
さ
七
二
セ
ン
チ
の
大
型
の
農
具
で
、
と
く
に
幅
の
広
さ
は
本

州
で
み
ら
れ
る
資
料
の
一
・
五
倍
で
あ
る
。
軸
受
け
部
分
に
補
修
の
痕
跡
が
認
め
ら

れ
、
全
体
的
に
摩
滅
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
長
期
間
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
当
地
で
は
、
畑
で
昭
和
四
〇
年
代
ま
で
使
用
さ
れ
た
と
い
う
。

　
北
海
道
開
拓
の
村
に
は
B
型
の
車
馬
鍬
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る（
写
真
30
）。
長
さ
六

三
セ
ン
チ
、幅
九
七
セ
ン
チ
、高
さ
八
一
セ
ン
チ
の
比
較
的
大
型
の
農
具
で
あ
る
。
石

狩
支
庁
の
新
篠
津
村
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
木
枠
の
部
分
に
鉄
板
が
貼
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
摩
滅
状
況
か
ら
み
て
、
や
は
り
長
期
間
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
も
う
一
点
、
日
高
支
庁
の
三
石
町
で
採
集
さ
れ
た
車
馬
鍬

が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
新
篠
津
村
の
車
馬
鍬
と
ほ
ぼ
同
形
態
、同
規
模
の
資
料
で
、鬼

車
を
支
え
る
枠
が
金
属
製
で
あ
る
。

　
北
海
道
に
は
明
治
に
本
州
各
地
か
ら
入
植
が
行
な
わ
れ
、
当
初
は
そ
れ
ぞ
れ
の
出

身
地
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
農
具
が
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
戸
あ
た
り
の
経
営
規

模
が
大
き
く
、
畜
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
導
入
さ

れ
た
の
が
馬
で
あ
る
。
牛
に
比
べ
て
馬
力
の
大
き
い
馬
は
大
型
の
農
具
を
牽
引
す
る

こ
と
に
大
き
な
威
力
を
発
揮
し
た
は
ず
で
あ
る
。
函
館
博
物
館
や
開
拓
の
村
で
所
蔵

さ
れ
て
い
る
車
馬
鍬
が
本
州
や
四
国
、
九
州
の
資
料
に
比
べ
て
大
型
で
あ
る
理
由
は
、

こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
北
海
道
で
は
政
府
の
主
導
で
明
治
初
期
か
ら
洋
式
農
具
が
導
入
さ
れ
た
。

西
洋
犂
の
プ
ラ
ウ
、
砕
土
機
の
ハ
ロ
ー
、
中
耕
除
草
機
の
カ
ル
チ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
る
。

明
治
一
六
年
に
公
布
さ
れ
た
「
移
住
士
族
取
扱
規
則
」
に
馬
と
プ
ラ
ウ
、
ハ
ロ
ー
の

支
給
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
農
具
が
普
及
し
て
い
く
の
は
畜
力
が
進
展

し
た
明
治
後
期
に
な
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
る34

。

　
ハ
ロ
ー
の
う
ち
最
も
普
及
し
て
い
る
の
は
方
形
ハ
ロ
ー
で
、
現
在
で
も
農
場
で
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
農
具
は
馬
鍬
と
同
じ
く
板
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
長
さ
一
五

セ
ン
チ
程
度
の
刃
で
、
土
塊
を
砕
く
も
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
三
〇
本
の
刃
を
も
つ

ハ
ロ
ー
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
と
く
に
強
い
粘
土
質
の
土
壌
を
も
つ
地
域
で
は

十
分
に
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
鬼
バ
ロ
ー
が
普
及
し
た35

。

写
真
31
の
資
料
は
現
在
北
海
道
開
拓
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
留
萌
支

庁
遠
別
町
で
使
用
さ
れ
て
い
た
鬼
バ
ロ
ー
で
あ
る
。
長
さ
一
〇
五
セ
ン
チ
、
幅
九
一

セ
ン
チ
、
高
さ
三
七
セ
ン
チ
、
刃
の
長
さ
一
三
・
五
セ
ン
チ
、
二
本
の
軸
に
計
四
八



一
九

本
の
刃
を
も
つ
（
写
真
32
）。
六
角
形
の
軸
に
S
字
型
の
刃
が
植
え
込
ま
れ
て
い
る
。

軸
受
け
が
著
し
く
摩
滅
し
て
お
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
か
つ
て
石
狩
支
庁
の
新
篠
津
村
で
得
た
情
報
に
よ
る
と
、
鬼
バ
ロ
ー
は

砕
土
の
機
能
は
高
い
が
、
台
の
上
に
乗
っ
て
操
作
す
る
た
め
高
い
技
術
が
要
求
さ
れ
、

事
故
で
馬
を
傷
つ
け
る
こ
と
も
多
く
広
く
普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う36

。
鬼

バ
ロ
ー
が
発
明
さ
れ
た
背
景
は
不
明
で
あ
る
が
、
車
馬
鍬
と
ハ
ロ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
の

特
色
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

4
　
明
治
の
農
具
絵
図
が
示
す
も
の

　
現
存
す
る
農
具
に
は
紀
年
銘
を
有
す
る
資
料
が
あ
り
、
明
治
さ
ら
に
は
近
世
に
遡

る
資
料
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
こ
と
も
あ
る
が
ま
れ
で
あ
る
。
そ
の
点
、
明
治

の
農
具
絵
図
は
確
実
に
時
間
軸
上
で
農
具
の
存
在
を
確
認
で
き
る
点
で
貴
重
で
あ
る
。

と
く
に
明
治
前
期
の
状
況
を
示
し
て
お
り
、
近
代
化
さ
れ
る
以
前
の
農
具
の
形
態
や

種
類
を
知
る
上
で
有
効
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
二
〇
点
を
越
す
絵
図
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。

　
こ
れ
ら
の
明
治
の
農
具
絵
図
の
う
ち
七
点
に
車
馬
鍬
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
A
型

の
車
馬
鍬
が
確
認
で
き
る
の
は
、
摂
津
地
方
、
和
歌
山
県
橋
本
市
と
日
高
郡
で
あ
る37

。

写真30　車馬鍬（北海道開拓の村蔵）

写真31　鬼バロー（北海道開拓記念館蔵）

写真32　同下部



二
〇

B
型
は
福
岡
県
、
愛
媛
県
（
香
川
県
を
含
む
）、
兵
庫
県
、
岐
阜
県
で
あ
る
。
た
だ
し

『
兵
庫
県
農
具
絵
図
』
に
は
A
型
の
車
馬
鍬
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、同
県
内
で
伝
承

さ
れ
て
い
る
資
料
の
中
に
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
西
日

本
で
は
中
国
地
方
の
農
具
絵
図
に
は
車
馬
鍬
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
明
治
に
は
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
の
「
府
下
六
郡
農
具
図
」
や
「
明
治
五
年
五
月
　
安

達
郡
農
具
略
図
」
な
ど
、
関
東
地
方
や
東
北
地
方
に
残
る
農
具
絵
図
に
は
車
馬
鍬
の

記
載
が
認
め
ら
れ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
栃
木
県
に
お
け
る
車
馬
鍬
の
使
用
は
大

正
中
期
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
で
あ
っ
た
。
山
形
県
南
陽
市
で
車
馬
鍬
が
登
場
し

た
の
は
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る38

。
私
が
実
見
し

た
青
森
県
深
浦
町
歴
史
民
俗
資
料
館
の
資
料
も
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
十

分
な
情
報
を
収
集
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
明
治
の
農
具
絵
図
に
こ
れ
ら
の
情
報
を

加
え
て
判
断
す
る
と
、
関
東
地
方
か
ら
東
北
地
方
に
か
け
て
車
馬
鍬
が
普
及
し
た
の

は
大
正
に
な
っ
て
か
ら
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

5
　
む
す
び

　
ま
ず
本
稿
で
二
種
類
に
大
別
し
た
形
態
の
分
布
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
西
日
本
に

お
い
て
近
畿
地
方
と
他
の
地
域
に
は
異
な
る
系
統
の
車
馬
鍬
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
農
具
が
中
部
地
方
か
ら
東
日
本
、
北
日
本
に
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

い
。
明
治
四
四
年
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
農
具
の
展
示
会
で
、
A
型
の
車
馬
鍬
が
静

岡
県
の
業
者
か
ら
、
B
型
の
車
馬
鍬
が
香
川
県
の
業
者
か
ら
出
品
さ
れ
て
い
る39

の
は

こ
の
間
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
大
正
期
に
、
愛
媛
県
の
車
馬
鍬
が
指
導
者
と

と
も
に
佐
渡
へ
も
ち
込
ま
れ
た
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
普
及
の
過
程
で
改
良
が
加

え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
倉
吉
市
の
乗
用
の
車
馬
鍬
も
そ
の
ひ
と
つ
と

い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
一
方
、
奈
良
県
の
事
例
の
よ
う
に
B
型
の
車
馬
鍬
を
ベ
ー
ス
に

改
良
を
加
え
な
が
ら
、
売
り
出
し
の
段
階
で
は
A
型
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
変
更
は
農
具
を
受
け
い
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
保
守
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
ま
た
、
永
常
は
便
利
な
農
具
が
全
国
に
広
く
普
及
す
る
こ
と
を
願
っ
て
『
農
具
便

利
論
』
を
著
し
た
こ
と
を
、
自
序
で
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
書
に
所
収
し
た
車

馬
鍬
の
図
と
同
様
の
形
態
の
資
料
は
、
近
畿
地
方
に
濃
厚
に
分
布
す
る
が
、
他
の
地

方
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
と
く
に
中
国
・
四
国
地
方
や
九
州
地
方
で
は
皆
無
と

い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
ま
た
明
治
の
農
具
絵
図
や
伝
承
か
ら
、
関
東
地
方
以
北
の
普

及
の
時
期
は
大
正
以
降
と
思
わ
れ
る
。『
農
具
便
利
論
』は
明
治
に
な
っ
て
も
有
効
な

農
書
と
し
て
出
版
さ
れ
、
わ
が
国
の
農
業
技
術
の
発
展
に
大
い
に
寄
与
を
し
た
と
い

わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
点
か
ら
、
車
馬
鍬
の
普
及
に
『
農
具
便
利
論
』
が
十
分

な
役
割
を
果
た
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
便
利
な
農
具

で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
全
国
的
に
普
及
し
、
し
か
も
第
二
次
世
界
大
戦
後
に

耕
う
ん
機
や
ト
ラ
ク
タ
ー
が
普
及
す
る
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
地
域
が
あ
る
点
か
ら

考
え
て
、
や
は
り
便
利
な
農
具
す
な
わ
ち
作
業
能
率
が
上
が
る
農
具
と
し
て
需
要
が

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
て
、
そ
れ
で
は
車
馬
鍬
が
最
初
に
登
場
し
た
の
は
ど
の
地
域
で
あ
ろ
う
か
。
前

述
し
た
よ
う
に
『
愛
媛
県
農
具
絵
図
』
に
は
、
馬
鍬
に
鬼
車
が
取
り
付
け
ら
れ
た
原

初
的
な
車
馬
鍬
と
も
い
え
る
農
具
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
実
用
段
階
と
い

う
よ
り
試
行
的
に
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
の
名
称
に
な
っ
て
い
る



二
一

愛
媛
県
は
現
在
の
香
川
県
も
含
ん
で
お
り
、
こ
の
地
域
で
近
世
末
か
ら
明
治
初
期
に

か
け
て
B
型
の
車
馬
鍬
が
発
明
さ
れ
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な

み
に
瀬
戸
内
歴
史
民
俗
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
多
様
な
形
態
の
車
馬
鍬
は
、
こ

の
地
域
で
車
馬
鍬
の
需
要
が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
、
A
型
の
車
馬

鍬
に
つ
い
て
は
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
資
料
の
分
布
が
き
わ
め
て
濃
い
兵
庫
県
の
播
磨

地
域
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
永
常
が
播
磨
地
域
で
実
見
し
た
一
八
〇

〇
年
ご
ろ
に
は
登
場
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
B
型
の
車
馬
鍬
に
先
行
し
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。

　
す
で
に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
半
世
紀
が
経
過
し
た
車
馬
鍬
に
つ
い
て
、
実

物
資
料
を
所
蔵
し
情
報
を
所
有
し
て
い
る
の
は
博
物
館
で
あ
る
。
資
料
の
調
査

を
許
し
て
い
た
だ
い
た
多
く
の
博
物
館
と
、
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
い
た
だ

い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
博
物
館
の
学
芸
員
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

註①
　
森
隆
男
「『
車
馬
鍬
』
の
普
及
と
背
景
」『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
第
10
号

　
二
〇

〇
四

②
　『
除
蝗
録
・
農
具
便
利
論
・
綿
圃
要
務
・
大
蔵
永
常
』
日
本
農
書
全
集
15

　
社
団
法
人

農
山
漁
村
文
化
協
会
　
一
九
七
七

③
　『
写
真
で
み
る
農
具
民
具
』
六
八
ペ
ー
ジ
　
農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局
　
一
九
八

八
④
　
桂
真
幸
編
『
愛
媛
県
農
具
図
譜
』
財
団
法
人
四
国
民
家
博
物
館
　
一
九
八
三

⑤
　
上
江
洲
均
『
沖
縄
の
民
具
』
一
四
三
ペ
ー
ジ

　
慶
友
社

　
一
九
八
〇

⑥
　『
上
野
市
史
』
上
巻

　
四
九
六
ペ
ー
ジ

　
二
〇
〇
〇

⑦
　『
兵
庫
県
農
具
図
解
』
明
治
農
書
全
集
11

　
社
団
法
人
農
山
漁
村
文
化
協
会

　
一
九

八
五

⑧
　『
摂
津
国
各
郡
農
具
略
図
』
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵

⑨
　
神
奈
川
大
学
名
誉
教
授
河
野
通
明
氏
ご
教
示

⑩
　『
橋
本
市
史
』
民
俗
編
・
文
化
財
編

　
五
七
一
ペ
ー
ジ

　
二
〇
〇
五

⑪
　
森
隆
男
「
車
馬
鍬
の
登
場
」『
阡
陵
』
第
23
号

　
一
九
九
一

⑫
　『
福
山
の
民
俗
資
料
―
田
尻
の
民
具
』二
七
ペ
ー
ジ

　
福
山
市
教
育
委
員
会

　
一
九

七
六

⑬
　
前
掲
③
六
七
ペ
ー
ジ

⑭
　『
倉
吉
の
農
耕
民
俗
文
化
財
調
査
報
告
書
』
一
六
ペ
ー
ジ

　
倉
吉
市
教
育
委
員
会

　

一
九
八
八

⑮
　『
神
山
町
史
』
上
巻

　
六
五
九
ペ
ー
ジ

　
二
〇
〇
五

⑯
　『
日
本
農
具
図
説
図
譜
』
帝
国
農
会

　
一
九
一
三

　

⑰
　
染
矢
多
喜
男
「
大
分
の
民
具
（
3
）」『
大
分
県
地
方
史
』
第
86
号
民
俗
特
集
号

　
一

九
七
七

⑱
　『
野
津
町
誌
』（
下
）
三
二
〇
ペ
ー
ジ

　
大
分
県
大
野
郡
野
津
町

　
一
九
九
三

⑲
　
熊
本
日
日
新
聞
社
編
『
農
魂
―
熊
本
の
民
具
』
七
五
ペ
ー
ジ

　
一
九
七
七

⑳
　『
加
世
田
市
の
民
具
』
三
二
ペ
ー
ジ

　
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会

　
一
九
九
三

㉑
　
昭
和
五
三
年
二
月
九
日
付
『
佐
賀
新
聞
』
に
宮
島
昭
二
郎
氏
が
「
佐
賀
の
農
具
」
の

テ
ー
マ
で
執
筆
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
佐
賀
県
立
博
物
館
の
山
崎
氏
か
ら
情
報
を
提

供
し
て
い
た
だ
い
た
。
　

㉒
　『
福
岡
県
史
』
近
代
史
料
編
　
農
務
誌
・
漁
業
誌
　
財
団
法
人
西
日
本
文
化
協
会
　
一

九
八
二



二
二

㉓
　
月
岡
雅
夫
他
編
『
明
治
十
三
年
調
べ
長
崎
県
佐
賀
県
に
お
け
る
農
具
図
録
』
長
崎
出

版
文
化
協
会

　
一
九
八
四

㉔
　
農
林
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
写
真
で
た
ど
る
農
機
具
の
発
達
史
」　

砕
土
機
（
さ
い
ど
き
）
の
解
説

㉕
　
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
の
坂
本
学
芸
員
の
ご
教
示
に
よ
る
と
、
福
井
県
嶺
南
地
方
に

は
借
馬
の
風
習
が
あ
っ
た
と
い
う
。

㉖
　
河
野
通
明
氏
ご
教
示

㉗
　『
東
京
農
業
大
学
図
書
館
標
本
資
料
室
所
蔵

　
古
農
機
具
類
写
真
図
録
』
一
〇
〇
ペ

ー
ジ

　
一
九
七
八

㉘
　『
宇
都
宮
の
民
具
』
三
一
ペ
ー
ジ

　
宇
都
宮
市
教
育
委
員
会

　
一
九
九
一

㉙
　
前
掲
③

　
六
六
ペ
ー
ジ

㉚
　『
二
本
町
市
史
』
第
8
巻
民
俗
編

　
一
九
八
六

㉛
　『
青
森
県
の
農
具
』
二
八
ペ
ー
ジ

　
青
森
県
立
郷
土
館

　
一
九
七
八

32
　
前
掲
③

　
六
二
ペ
ー
ジ

33
　
奥
会
津
地
方
歴
史
民
俗
資
料
館
の
澤
田
け
い
子
氏
の
ご
教
示

34
　
崎
浦
誠
治
「
明
治
期
に
お
け
る
農
機
具
の
発
達
『
北
海
道
農
業
研
究
』
20
号

35
　
常
松
栄
『
北
海
道
に
於
け
る
農
機
具
の
発
達
』
一
七
ペ
ー
ジ

　
一
九
四
三

36
　
森
隆
男
「
北
海
道
の
農
耕
馬
」『
昔
風
と
當
世
風
』
第
88
号

　
二
〇
〇
五

37
　
河
野
通
明
氏
ご
教
示

38
　『
南
陽
市
史
』
民
俗
編

　
九
九
ペ
ー
ジ

　
一
九
八
七

39
　
前
掲
⑯


