
秋
田
県
内
で
は
昭
和
三
十
年
代
ま
で
、
馬
橇
が
冬
場

ば

そ
り

の
重
要
な
交
通
運
輸
手
段
と
し
て
使
わ
れ
、
市
街
地
で

も
農
村
部
で
も
身
近
に
見
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
バ
ス
運

休
の
際
に
は
馬
橇
が
代
行
し
て
乗
客
を
運
び
、
農
家
で

は
米
俵
や
炭
俵
、
堆
肥
ほ
か
の
運
搬
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
秋
田
の
冬
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
馬
橇
で
す
が
、

江
戸
時
代
か
ら
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
回
は
、

秋
田
県
に
馬
橇
が
導
入
さ
れ
た
経
緯
を
紹
介
し
ま
し
ょ

う
。
資
料
は
、
明
治
十
四
年
度
「
会
計
課
司
計
掛
事
務

簿
」
命
令
書
換
用
之
部
三
番
（
九
三
〇
一
〇
三
―
一
〇

四
六
六
）
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八

八
一
）
、
札
幌
で
開
拓
使
と
秋
田
・
新
潟
・
石
川
・
福

井
四
県
の
連
合
米
繭
共
進
会
が
開
催
さ
れ
、
秋
田
県
勧

べ
い
け
ん

業
課
で
は
石
川
理
紀
之
助
を
委
員
と
し
て
派
遣
し
ま
し

た
。
後
に
秋
田
の
老
農
と
し
て
知
ら
れ
た
理
紀
之
助
も
、

当
時
ま
だ
三
七
歳
、
勧
業
課
農
業
掛
の
一
官
吏
で
し
た
。

共
進
会
開
催
中
の
十
月
三
日
、
理
紀
之
助
の
も
と
に

勧
業
課
か
ら
一
本
の
電
報
が
届
き
ま
し
た
。
「
北
海
道

ニ
而
使
用
セ
ル
馬
ニ
テ
挽
ク
雪
車
実
物
見
分
ノ
上
其
便

そ

り

否

精

ク
取
調
ア
レ
委
細
ハ
郵
便
」
の
文
面
で
す
。
十

く
わ
し

五
日
の
帰
県
を
前
に
急
遽
、
北
海
道
の
馬
橇
を
調
査
す

特
命
電
報
・
石
川
理
紀
之
助
、

北
海
道
の
馬
橇
を
調
査
せ
よ
！

る
特
命
が
下
り
ま
し
た
。
委
細
を
記
し
た
郵
便
は
「
近

年
開
拓
使
で
普
及
し
た
馬
橇
が
非
常
に
便
利
な
も
の
と

聞
き
雪
国
の
秋
田
県
で
も
使
用
を
奨
励
し
た
く
、
現
物

を
詳
細
に
調
査
し
て
模
型
か
図
面
を
作
成
し
、
製
造
費

用
も
調
べ
て
欲
し
い
」
と
の
内
容
で
し
た
。
北
海
道
と

秋
田
県
の
積
雪
量
の
違
い
が
馬
橇
使
用
に
ど
の
よ
う
に

関
係
す
る
か
の
調
査
も
追
加
さ
れ
ま
し
た
。
秋
田
県
が

馬
橇
導
入
に
本
腰
を
入
れ
た
様
子
が
分
か
り
ま
す
。

右
の
郵
便
は
十
五
日
ま
で
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

理
紀
之
助
は
電
報
を
も
と
に
短
期
間
で
札
幌
の
馬
橇
を

調
査
し
、
帰
県
後
の
十
一
月
二
十
五
日
に
調
査
復
命
書

を
起
案
し
ま
し
た
。
写
真
は
復
命
書
に
添
付
さ
れ
た
馬

橇
の
図
面
で
、
理
紀
之
助
自
身
の
筆
で
描
か
れ
ま
し
た
。

全
体
図
を
見
る
と
、

昭
和
三
十
年
代
に
県

内
各
地
で
使
用
さ
れ

て
い
た
馬
橇
と
ほ
ぼ

同
じ
形
態
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

理
紀
之
助
は
、
雪
道

で
馬
の
滑
り
止
め
に

秋
田
の
「
か
ん
じ
き
」

の
よ
う
な
爪
付
き
の

蹄
鉄(
沓
カ
ネ)

を
使

用
す
る
こ
と
、
台
木

(

橇
板)

に
人
力
車
の

輪
の
よ
う
に
鉄
板
を

張
り
付
け
て
摩
耗
を
防
ぐ
こ
と(

秋
田
の
下
駄
カ
ネ
と

同
じ
原
理)

、
一
頭
引
き
馬
橇
で
米
四
斗
俵
一
〇
俵(

約

〇
・
六
ト
ン)

を
運
べ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
。

県
令
石
田
英
吉
の
下
命
も
あ
り
、
勧
業
課
で
は
報
告
書

と
図
面
を
資
料
に
し
て
秋
田
の
業
者
に
馬
橇
を
製
造
さ

せ
、
引
き
馬
に
勧
業
場
の
農
耕
馬
を
使
い
試
験
運
用
を

行
い
ま
し
た
。

さ
て
、
理
紀
之
助
が
調
査
し
た
北
海
道
の
馬
橇
の
ル

ー
ツ
は
？

開
拓
使
は
先
進
技
術
を
主
に
ア
メ
リ
カ
か

ら
導
入
し
ま
し
た
が
、
馬
車
と
馬
橇
は
ロ
シ
ア
を
参
考

に
し
て
い
ま
す
。
明
治
十
一
年
、
黒
田
清
隆
長
官
は
開

拓
使
工
業
局
で
ロ
シ
ア
人
職
工
三
名
を
雇
い
、
日
本
人

職
工
を
付
け
て
本
格
的
に
馬
橇
の
製
造
を
始
め
ま
し

た
。
理
紀
之
助
が
札
幌
に
行
っ
た
当
時
は
、
既
に
開
拓

使
陸
運
改
良
係
で
馬
橇
を
定
期
運
行
さ
せ
て
い
ま
し

た
。
ロ
シ
ア
型
馬
橇
の
構
造
上
の
特
徴
は
、
台
木
の
先

端
が
ス
キ
ー
板
の
よ
う
に
反
っ
て
い
る
こ
と
、
台
木
の

そ

裏
側
に
鉄
板
を
張
っ
て
滑
り
を
良
く
す
る
と
共
に
摩
耗

を
防
い
で
い
る
こ
と
で
す
。
か
つ
て
冬
場
に
秋
田
県
内

を
走
っ
て
い
た
馬
橇
は
、
意
外
や
ロ
シ
ア
型
だ
っ
た
こ

と
が
当
時
の
公
文
書
か
ら
分
か
り
ま
す
。【
柴
田
知
彰
】

※
参
考
文
献
：
『
札
幌
事
始
』
（
札
幌
市
教
育
委
員
会

文
化
資
料
室
編
、
北
海
道
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
公

文
書
館
と
古
文
書
俱
楽
部
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。
さ
て
、
新
年
第
１
号
で
は
二
〇
一
四
年
の
干

支
に
ち
な
ん
で
、
馬
に
関
す
る
話
題
を
お
届
け
し
ま
す
。
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秋
田
駅
か
ら
西
へ
、
旭
川
の
岸
辺
ま
で
真
っ
直
ぐ
千

秋
公
園
の
堀
に
面
し
て
広
小
路
が
通
っ
て
い
ま
す
。
江

戸
時
代
は
、
久
保
田
藩
の
重
臣
た
ち
が
軒
を
連
ね
て
い

ま
し
た
。
東
側
、
秋
田
駅
辺
り
は
沼
地
で
「
御
城
下
絵

図
」（
県
Ｃ
―
五
九
九
）
に
は
「
沼
」

と
書
か
れ
、
安
政
二
年
（
一
八
五

五
）
に
は
長
野
沼
を
掘
り
替
え
た

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
明
治

ま
で
は
沼
が
存
在
し
た
よ
う
で

す
。江

戸
時
代
は
、
広
小
路
の
東
端

に
多
賀
谷
家
の
屋
敷
が
あ
っ
て
、

そ
の
西
隣
に
佐
竹
北
家
の
屋
敷
が

あ
り
、
両
家
の
間
が
「
馬
見
所
」

を
兼
ね
た
馬
場
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
馬
場
は
、
長
さ
約
一
九
〇
間

（
約
三
三
四
メ
ー
ト
ル
）
で
中
心

に
土
手
が
あ
っ
て
馬
が
廻
走
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
藩

主
の
馬
一
覧
や
馬
術
の
稽
古
な
ど

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
馬
場
は
長
野
馬
場
と
呼
ば

れ
、
土
手
に
は
桜
並
木
が
あ
り
、

「
桜
の
馬
場
」
と
も
呼
ば
れ
桜
の

名
所
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

長
野
馬
場
土
手
並
木
の

植
え
替
え
事
情

秋
田
藩
士
人
見
蕉
雨
の
著
し
た
『
和
説
郛
』
の
中
の

わ

せ

つ

ふ

秋
田
藩
雑
記
に
「
長
野
馬
場
土
手
ニ
先
年
並
木
の
桜
こ

れ
有
り
、
元
禄
五
申
の
と
し
（
一
六
九
二
）
、
右
桜
を

さ

る

取
り
の
け
松
を
う
え
し
」
と
あ
り
、
こ
の
年
に
桜
を
松

に
植
え
替
え
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
馬
場
が
造
成
さ
れ

た
時
期
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
公
文
書
館
所
蔵
の
寛

文
（
一
六
六
一
～
七
三
）
の
絵
図
に
は
、
馬
場
が
描
か

れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
の
絵
図

に
は
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
最
も
古
い
よ
う
で
す
。

馬
場
の
桜
が
松
に
替
え
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
高

い

き

さ

つ

垣
猶
存
（
兵
右
衛
門
高
枝
）
の
『
昔
雑
談
日
記
』
（
羽

城
昔
物
語
）
に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま

す
。
三
代
藩
主
佐
竹
義
処
と
正
洞
院

聴
斎
（
五
世
燈
外
卍
明
）
が
、
つ
れ

づ
れ
の
会
話
中
に
馬
場
の
話
に
な
り

聴
斎
が
義
処
に
「
馬
場
は
松
を
植
え

た
方
が
常
に
湿
気
を
持
つ
の
で
、
一

段
と
効
果
的
だ
。
桜
は
全
部
正
洞
院

の
境
内
に
植
え
た
い
の
で
拝
領
し
た

い
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
義
処
は
、

そ
れ
は
い
い
考
え
だ
と
言
っ
た
か
ど

う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
早
速
半
右

衛
門
（
家
老
梅
津
忠
宴
）
を
呼
ん
で

右
の
旨
を
申
し
付
け
ま
し
た
。

半
右
衛
門
は
、
翌
日
役
人
に
「
御

馬
場
の
桜
を
残
り
無
く
薪
に
伐
り
正

洞
院
へ
馬
に
て
運
び
、
そ
の
跡
へ
松

を
植
え
な
さ
い
」
と
申
し
付
け
ま
し

た
。
役
人
は
言
い
つ
け
通
り
残
ら
ず

薪
に
し
正
洞
院
へ
運
び
ま
し
た
。
聴

斎
は
大
変
立
腹
し
、
義
処
の
御
前
へ

出
て
御
直
に
「
私
は
薪
で
な
く
寺
内

じ

き

寛保二年の「御城下絵図」（県Ｃ－１６５）

に
植
え
た
い
の
で
根
付
き
の
ま
ま
で
拝
領
し
た
か
っ

た
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
義
処
も
怒
っ
て
半
右
衛
門

を
呼
び
、
な
ぜ
言
い
付
け
通
り
し
な
か
っ
た
か
と
言
い

ま
す
と
、
半
右
衛
門
は
「
私
が
聞
き
違
え
て
薪
に
し
て

し
ま
っ
た
。
甚
だ
不
調
法
な
こ
と
を
し
て
申
し
訳
あ
り

ま
せ
ん
」
と
謝
り
ま
し
た
。

御
前
を
下
が
っ
た
半
右
衛
門
は
、
次
の
間
へ
来
て
言

う
に
は
「
根
付
き
の
ま
ま
遣
わ
す
よ
う
に
と
御
意
を
承

り
ま
し
た
が
、
数
百
本
の
大
木
を
根
の
ま
ま
遣
わ
す
の

は
莫
大
な
人
費
が
掛
か
り
簡
単
に
出
来
る
こ
と
で
は
な

い
、
私
が
一
人
承
り
違
い
に
し
て
置
け
ば
そ
れ
で
済
む

こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
故
右
の
よ
う
に
申
し
付
け
た
」
と

の
こ
と
で
す
。
藩
政
を
司
る
家
老
の
立
場
で
の
処
理
の

仕
方
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

正
洞
院
と
は
、
久
保
田
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
の
正
室

で
那
須
資
胤
の
娘
正
洞
院
殿
明
室
珠
光
大
姉
の
戒
名
か

ら
と
り
、
寺
号
を
廣
澤
山
正
洞
院
と
名
付
け
菩
提
寺
と

し
た
も
の
で
す
。
初
め
江
戸
上
野
に
建
立
し
ま
し
た
が
、

秋
田
へ
転
封
後
慶
長
一
〇
年
（
一
六
〇
五
）
手
形
大
沢

に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
の
正
洞
院
は
現
在
も
東
京

の
同
地
に
現
存
し
て
い
ま
す
。
明
治
に
秋
田
正
洞
院
は

廃
寺
と
な
り
、
天
徳
寺
に
合
併
さ
れ
て
い
ま
す
。
正
洞

院
跡
の
境
内
に
は
、
正
洞
院
の
墓
碑
が
鞘
堂
に
納
ま
っ

て
い
て
丁
重
に
供
養
さ
れ
て
い
ま
す
。
境
内
の
山
手
に

は
、
平
田
篤
胤
の
国
指
定
史
跡
の
墓
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。

馬
場
を
取
り
巻
く
よ
う
に
、
高
禄
家
臣
た
ち
の
屋
敷

が
あ
り
ま
し
た
が
明
治
以
降
秋
田
駅
が
建
ち
、
歩
兵
第

一
七
連
隊
の
兵
営
が
営
ま
れ
、
戦
後
兵
営
が
破
却
さ
れ

た
あ
と
に
学
校
な
ど
が
建
て
ら
れ
数
々
の
変
遷
を
経
て

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

【
嵯
峨
稔
雄
】


