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田
起
こ
し
し
た
後
に
水
を
張
っ
て
、

さ
ら
に
土
を
砕
い
て
丁
寧
に
か
き
混

ぜ
、
土
の
表
面
を
平
ら
に
す
る
作
業

が
代し

ろ
か掻
き
で
す
。
こ
の
作
業
に
は
昔

は
馬ま

ぐ
わ鍬
（
「
ま
ん
が
」
と
よ
ぶ
地
域

も
あ
る
）や
エ
ブ
リ
が
使
わ
れ
ま
し
た
。

現
在
で
は
用
途
の
分
類
か
ら
砕
土
機

（
ハ
ン
ド
ト
ラ
ク
タ
用
作
業
機
以
前
の

も
の
は
「
砕
土
器
」
と
表
記
さ
れ
る
。

以
下
、
商
品
名
は
標
記
の
通
り
表
示

す
る
）
と
い
わ
れ
、
代
掻
き
用
に
ト
ラ

ク
タ
の
付
属
装
置
と
し
て
ハ
ロ
ー
が
普

及
し
て
い
ま
す
。

　

砕
土
機
は
水
田
用
と
畑
用
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
水
田
用
の
代
掻
き

道
具
に
ど
ん
な
歴
史
が
あ
り
、
ど
の

よ
う
な
も
の
が
使
わ
れ
て
き
た
の
か
、

ま
た
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
来
な
か
っ

た
長
野
県
・
山
梨
県
・
静
岡
県
で
顕

著
に
使
わ
れ
た
代し

ろ
ぐ
る
ま車
が
ど
の
よ
う
に

普
及
し
た
の
か
、た
ど
っ
て
み
ま
し
た
。

　

耙
は
櫛
状
の
歯

を
多
数
つ
け
て
土

く
れ
を
砕
く
も
の

で
、
耙
の
上
に
人

が
乗
っ
て
そ
の
重

さ
を
加
え
な
が
ら

使
用
し
ま
し
た
。
同
書
に
は
犂
耕
の

あ
と
六
回
か
け
細
か
く
砕
土
す
る
こ

と
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
耖

し
ょ
う

は
耙
の
作
業
の
後
に
用
い

ら
れ
、
湛
水
し
た
田
で
畜
力
を
使
っ
て

さ
ら
に
攪
拌
、
均
平
化
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
本
で
使
わ
れ
て
き
た
馬
鍬

と
同
じ
形
状
の
も
の
で
す
。
ま
た
磟ろ

く

碡と
く

と
礰れ

き

■た
く

に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い

て
、
磟ろ

く
と
く碡
は
ロ
ー
ラ
ー
状
で
歯
が
な
く

重
い
木
や
石
が
使
わ
れ
畜
力
で
牽
き

回
し
て
田
を
砕
土
し
、
麦
穂
の
上
を

転
が
し
脱
粒
脱
穀
に
も
使
用
で
き
た

も
の
で
す
。
礰
■
は
軸
の
外
周
に
歯

が
並
び
泥
土
を
攪
拌
し
ま
し
た
。
日

本
へ
伝
来
し
代
掻
き
作
業
に
使
わ
れ

た
も
の
に
コ
ン
ペ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　

人
力
で
行
う
均
平
作
業
に
は
田た

と
う盪

が
あ
り
ま
し
た
。
又
木
を
用
い
て
柄

を
作
り
、
又
の
前
に
五
尺
ほ
ど
の
横

木
を
付
け
て
田
植
前
の
仕
上
げ
均
し…

代
掻
き
道
具
の
は
じ
ま
り

　

代
掻
き
の
道
具
は
中
国
や
朝
鮮
半

島
か
ら
伝
わ
り
ま
し
た
。
最
近
の
考

古
学
の
研
究
に
よ
る
と
佐
賀
県
八
ツ

溝
遺
跡
・
静
岡
県
仮
宿
堤
ノ
坪
遺
跡

な
ど
の
出
土
例
か
ら
四
世
紀
後
半
に

は
馬
鍬
が
移
入
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
在
来
馬
鍬
の
検
証
か

ら
中
国
長
江
流
域
の
江
南
地
方
の
稲

作
技
術
の
移
入
と
と
も
に
日
本
に
伝

わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
国
の
農
業
技
術
史
を
み
る
と
八

世
紀
ご
ろ
に
王お

う

禎て
い

と
い
う
人
が
著
し

た
『
農
書
』
に
は
、
「
犂
耕
が
終
わ
っ

た
ら
耙は

ろ
う労
を
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
土

を
散
ら
し
、
草
を
取
り
、
土
壌
を
平

ら
に
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
耙
と
労

は
砕
土・攪
拌・均
平
を
す
る
道
具
で
、

こ
れ
を
一
緒
に
列
記
し
た
の
が
耙は

ろ
う耮
と

後
に
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

に
使
用
し
ま
し
た
。
エ
ブ
リ
や
ト
ン
ボ

が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
の
『
農
書
』
か
ら
日
本
で
使
わ

れ
て
き
た
代
掻
き
の
道
具
は
、
八
世

紀
中
国
に
は
実
用
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
本
で
の
代
掻
き
道
具

　

昭
和
初
期
に
使
わ
れ
て
い
た
砕
土

の
道
具
は
、
人
力
用
と
畜
力
用
が
あ

り
ま
す
。
人
力
用
に
は
ク
レ
ワ
リ
、

ク
レ
タ
タ
キ
と
呼
ば
れ
土
塊
を
粉
砕

す
る
道
具
や
手て

ぶ
り振
馬ま

ん
が鍬
と
い
っ
て
両

手
で
横
柄
を
握
り
左
右
に
振
る
こ
と

に
よ
っ
て
歯
杆
で
土
塊
を
砕
く
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
平
板
も
し
く
は

鋸
歯
状
板
を
つ
け
田
植
え
前
ま
た
苗

代
の
播
種
前
に
田
面
を
均
平
に
す
る

エ
ブ
リ
も
使
わ
れ
ま
し
た
。

　

畜
力
用
と
し
て
は
普
通
馬
鍬
、
車

馬
鍬
、
鎌
馬
鍬
、
飛
行
機
馬
鍬
、
薬や

研げ
ん

馬
鍬
、代
車
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

普
通
馬
鍬
の
一
般
的
な
構
造
は
横

木
に
鉄
製
歯
杆
を
九
本
か
ら
十
三
本

を
は
め
植
え
、
鳥
居
型
把
柄
を
取
り

付
け
て
い
ま
す
。
車
馬
鍬
は
鉄
製
歯

杆
を
回
転
軸
に
放
射
状
に
配
列
し
た

も
の
で
、
地
均
を
兼

用
す
る
も
の
は
後
部

に
馬
鍬
の
よ
う
に
横

木
に
歯
杆
を
多
数
並

べ
て
い
ま
す
。
車
馬

鍬
の
文
献
上
の
初
見

は
文
政
五（
一
八
二
二
）

年
に
出
さ
れ
た
『
農

歯
杆

代
掻
き
道
具
の
歴
史

 
～
長
野
県
で
普
及
し
た
代し

ろ
ぐ
る
ま車

の
製
造
者
を
た
ど
り
な
が
ら
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

　  

　
　
　
　
田
中
　
壽
子

耙（上）労（中）礰　（下）
王禎『農書』より転載

普通馬鍬（左）車馬鍬（右）各部の名称
『日本牛馬耕術』より作成

歯杆

耖身

耖身

横柄

横柄

腋手

腋手

歯車

具
便
利
論
』
で
、
播
磨
か
ら
備
中
の

辺
り
で
使
用
さ
れ
て
い
る
記
述
が
あ

る
こ
と
か
ら
こ
の
地
域
で
使
用
が
始

ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

鎌
馬
鍬
は
薙
刀
状
の
刃
部
を
横
木

に
配
列
し
鳥
居
型
把
柄
を
つ
け
た
も

の
で
、
後
に
は
刃じ

ん
し
ゃ車
型が

た

と
よ
ば
れ
粘

質
土
に
適
し
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
飛
行
機
馬
鍬
は
翼
状
二
列
の
鎌
馬

鍬
で
畝
立
耕
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
明

治
四
十
年
に
特
許
が
取
ら
れ
ま
し
た

が
実
用
化
さ
れ
た
の
は
昭
和
七
年
、

八
年
ご
ろ
か
ら
で
す
。
砕
土
を
的
確
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に
行
う
た
め
に
刃
部
の
上
に
乗
板
を

つ
け
乗
用
す
る
地
方
も
あ
り
ま
し
た
。

　

薬
研
馬
鍬
は
薬
研
の
よ
う
に
平
面

円
板
を
刃
部
と
し
て
配
列
し
鳥
居
型

把
柄
を
取
り
付
け
た
も
の
で
、
円
刃

は
切
り
込
み
の
あ
る
も
の
も
あ
り
ま

す
。
デ
ィ
ス
ク
ハ
ロ
ー
と
同
様
に
自
転

し
な
が
ら
切
割
を
行
い
ま
し
た
。

　

代
車
は
木
製
車
輪
の
外
囲
に
鉄
製

の
輪
が
は
め
ら
れ
た
も
の
を
前
輪
と

し
て
軸
に
六
輪
、
後
輪
と
し
て
七
輪

を
並
べ
、
後
輪
は
前
輪
の
轍
間
を
進

み
前
後
輪
は
方
向
転
換
に
都
合
が
よ

い
よ
う
に
七
十
～
九
十
度
回
転
で
き

ま
し
た
。
使
用
者
は
台
車
の
上
に
立

ち
牛
馬
を
制
御
し
な
が
ら
水
田
を
縦

横
に
乗
り
回
し
代
掻
き
作
業
を
し
ま

す
。
レ
ン
ゲ
な
ど
の
緑
肥
の
水
田
で
は

砕
土
と
同
時
に
緑
肥
草
肥
を
踏
み
込

む
こ
と
が
で
き
泥
田
を
歩
か
ず
に
作

業
が
で
き
ま
し
た
。
車
輪
の
数
か
ら

「
十
三
車
」
と
も
よ
ば
れ
ま
し
た
。

代
車
は
植
松
峯
太
郎
の
創
出
か

　

代
車
に
つ
い
て
初
め
て
文
献
に
記

載
さ
れ
る
の
は
、
『
日
本
農
具
図
説
』

お
よ
び
『
日
本
農
具
図
説　

図
譜
』

で
す
。
明
治
四
十
四
年
五
月
に
大
日

本
農
会
は
農
具
改
良
を
啓
発
す
る
た

め
に
日
本
中
か
ら
改
良
農
具
を
集
め
、

ま
た
参
考
品
と
し
て
洋
式
農
具
も
並

べ
全
国
農
具
展
を
特
許
局
陳
列
所
で

開
催
し
ま
し
た
。
千
三
百
点
が
出
品

さ
れ
、
こ
の
う
ち
の
主
要
な
農
具
を

解
説
し
ま
と
め
た
も
の
が
『
日
本
農

具
図
説
』で
す
。
写
真
図
版
で
あ
る『
図

譜
』
に
は
、〈
耙
器　

攪
土
器
類
〉
と

し
て
十
五
点
が
掲
載
さ
れ
、
長
野
県

諏
訪
郡
本
郷
村
（
現　

富
士
見
町

立た
つ
ざ
わ沢
）
の
植う

え
ま
つ松
峯み

ね

太た
ろ
う郎
が
出
品
し
た

「
代
車
」
が
あ
り
ま
す
。

　

『
日
本
農
具
図
説
』
本
文
の
説
明

に
は
「
薄
い
帯
鉄
を
縦
に
曲
げ
て
車

幅
上
に
鋲
着
し
て
車
輪
を
作
り
、
こ

の
車
輪
六
個
を
一
軸
に
通
し
て
前
車
と

な
る
。
ま
た
七
個
を
連
軸
し
て
後
車

と
し
て
車
軸
上
に
は
台
を
架
け
る
。

こ
の
車
輪
轍
は
前
車
の
轍
間
に
後
車

は
回
転
す
る
。
使
用
す
る
に
は
御
者

は
台
上
に
乗
っ
て
馬
を
追
い
、
田
面
を

縦
横
に
運
行
す
る
」
と
前
輪
と
し
て

六
つ
、
後
輪
と
し
て
七
つ
の
車
輪
を
付

け
た
代
掻
き
車
を
紹
介
し
末
尾
に「
そ

の
功
程
大
な
れ
ど
も
砕
土
の
効
少
な

し
」
と
注
目
す
る
も
の
だ
が
砕
土
の

効
果
は
期
待
で
き
な
い
と
評
価
が
添

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
の
十
四
点
は

既
存
の
砕
土
器
を
改
良
し
た
も
の
で

す
が
、
植
松
峯
太
郎
の
代
車
は
独
自

の
着
想
に
よ
る
形
態
機
能
を
持
っ
て
い

ま
す
。

　

大
正
二
年
七
月
刊
『
日
本
牛
馬
耕

術
』（
館
蔵
）
を
は
じ
め
後
の
農
業
技

術
書
に
は
砕
土
機
の
一
類
と
し
て
代
車

は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
昭

和
六
年
宮
城
県
立
斉
藤
報
恩
農
業
館

刊
「
畜
力
利
用
農
機
提
要
」
の
砕
土

機
の
項
に
〈
代
車
〉
と
し
て
「
植
松

式
代
車
」
の
写
真
図
版
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
植
松
峯
太
郎
が

作
っ
た
代
車
は
昭
和
初
期
に
は
砕
土

機
の
な
か
で
も
一
領
域
を
築
い
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
明
治
四
十
四

年
開
催
の
全
国
農
具
展
で
注
目
さ
れ

た
こ
と
や
こ
の
昭
和
六
年
の
畜
力
利

用
の
研
究
文
献
記
載
か
ら
代
車
は
植

松
峯
太
郎
が
創
り
出
し
た
代
掻
き
道

具
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。
昭

和
十
六
年
三
月
の
官
報
「
馬
利
用
砕

土
機
及
馬
利
用
中
耕
除
草
機
比
較
審

査
成
績
概
要
」
で
は
全
国
か
ら
提
出

さ
れ
た
砕
土
機
の
比
較
審
査
で
代
車

と
し
て
山
梨
県
小
原
商
会
の
モ
モ
タ
ロ

式
砕
土
機
が
優
良
砕
土
機
と
し
て
公

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
代
車
の
後
方
に

刃
車
が
付
き
よ
り
細
か
く
砕
く
工
夫

が
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
の
お
墨
付
き
を

得
て
、
こ
れ
以
降
小
原
商
会
は
モ
モ
タ

ロ
式
砕
土
機
の
販
売
流
通
が
促
進
さ

れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

植
松
峯
太
郎
の
こ
と

　

「
館
報
ま
つ
や
ま
二
十
五
号
」
で

長
野
県
の
犂
製
造
者
を
調
査
し
植
松

峯
太
郎
の
製
造
し
た
植
松
犂
に
つ
い

て
報
告
し
ま
し
た
。
そ
の
際
に
峯
太

郎
に
つ
い
て
富
士
見
町
で
聞
き
取
り

調
査
し
記
述
し
た
の
で
こ
こ
に
要
約

し
転
載
し
ま
す
。
諏
訪
郡
本
郷
村
立

沢
の
生
家
は
代
々
「
角
左
ェ
門
」
を

名
乗
り
、
村
で
の
屋
号
と
し
て
い
ま

し
た
。
明
治
四
年
に
植
松
類
作
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
、
小
学
校
を
出
て

し
ば
ら
く
し
て
大
阪
か
東
京
で
飾
り

職
人
の
修
行
を
し
、
村
に
戻
っ
て
か
ら

は
「
か
ざ
り
や
」
が
通
り
名
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。
独
自
の
犂
先
回
転
装
置

を
考
案
し
て
明
治
四
十
年
に
特
許
を

取
得
し
植
松
犂
と
し
て
販
売
し
、
大

正
十
五
年
の
長
野
県
の
犂
普
及
調
査

に
よ
れ
ば
当
時
諏
訪
郡
に
四
五
〇
台

普
及
し
て
い
ま
す
。

　

峯
太
郎
は
犂
と
と
も
に
代
車
を
明

治
四
十
四
年
の
全
国
農
具
展
に
出
品

し
、評
価
を
得
て
犂・代
車
と
も
に
『
日

本
農
具
図
説
』
に
写
真
図
版
付
き
で

掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
代

車
が
認
知
さ
れ
全
国
に
普
及
し
て
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
ま
す
。
繁

盛
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
人
を
雇
っ
て

製
作
し
て
い
た
時
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

峯
太
郎
の
隣
家
で
育
っ
た
小
池
陽

郎
氏（
昭
和
二
年
生
ま
れ
）に
よ
る
と
、

峯
太
郎
は
自
分
で
山
か
ら
槐

え
ん
じ
ゅの
木
を

伐
採
し
て
き
て
部
材
を
拵
え
て
、
作

業
場
に
は
鞴ふ

い
ご
も
あ
っ
て
犂
先
を
こ
し

ら
え
、
犂
や
代
車
を
作
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
家
は
田
畑
作
や
養
蚕
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
農
業
は
峯
太
郎
の
母

と
妻
と
娘
の
三
人
で
こ
な
し
て
峯
太

郎
は
犂
・
代
車
作
り
に
専
念
し
て
い

た
そ
う
で
す
。
無
口
で
一
意
専
心
な
仕

事
ぶ
り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

昭
和
七
年
三
月
～
十
一
年
二
月
ま

で
本
郷
村
の
村
長
を
務
め
、
昭
和
二

十
四
年
に
七
十
八
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。
孫
の
峯
夫
氏
（
昭
和
十
三
年

生
ま
れ
）
は
晩
年
の
よ
う
す
を
「
昭

和
二
十
二
～
三
年
ご
ろ
、
高
齢
に
な

り
犂
は
作
ら
な
く
な
っ
て
、
犂
や
代

車
の
修
理
を
鞴
の
火
を
起
こ
し
な
が

ら
し
て
い
た
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
原
商
会
に
よ
る
改
良
代
車
の
製
造
販
売

　

昭
和
十
六
年
三
月
の
官
報
「
馬
利

用
砕
土
機
及
馬
利
用
中
耕
除
草
機
比

較
審
査
成
績
概
要
」
の
う
ち
砕
土
機

比
較
審
査
の
合
格
者
に
〈
代
車
型　

モ
モ
タ
ロ
式
砕
土
機
（
乗
用
型
）
（
山

梨
県
甲
府
市
）
小
原
春
良
〉
と
記
載

が
あ
り
ま
す
。
昭
和
九
年
刊
『
日
本

農
機
商
大
鑑
』（
館
蔵
）
に
山
梨
県
甲

府
市
泉
町
の
小
原
商
会
は
山
梨
県
の

農
機
商
一
覧
で
「
小
原
式
農
蚕
具
、

チ
ヨ
ダ
式
農
具
販
売
」
と
掲
載
さ
れ

て
い
て
、
昭
和
初
期
は
農
蚕
具
を
製

造
販
売
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

峯
太
郎
が
暮
ら
し
た
諏
訪
郡
本
郷

村
か
ら
四
〇
㌔
と
い
う
近
い
距
離
の

甲
府
市
で
改
良
代
車
を
製
造
販
売
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
原
商
会
を
経

営
し
た
小
原
春
良
は
植
松
峯
太
郎
と

接
点
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た…

植松峯太郎の代車
　『日本農具図説　図譜』より転載
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砕
土
機
改
良
の
変
遷

　

大
正
期
か
ら
昭
和
二
十
年
代
に
か

け
て
砕
土
機
の
改
良
が
進
み
ま
し
た
。

優
良
な
砕
土
機
を
普
及
さ
せ
る
ね
ら

い
で
農
林
省
の
委
託
を
受
け
た
比
較

審
査
が
行
わ
れ
、
性
能
が
向
上
し
て

い
き
ま
し
た
。

　

大
日
本
農
会
は
大
正
十
五
年
五
月

に
農
林
省
か
ら
委
託
を
受
け
て
「
稲

麦
刈
取
機
お
よ
び
砕
土
器
の
懸
賞
募

集
」
を
し
ま
し
た
。
一
等
賞
に
は
六
〇

〇
円
（
一
台
）、
二
等
賞
に
は
四
〇
〇

円（
二
台
）、三
等
賞
に
は
三
〇
〇
円（
三

台
）
の
懸
賞
金
が
か
け
ら
れ
、
大
正

十
五
年
六
月
号
の
大
日
本
農
会
報
で

公
告
し
優
良
農
具
が
公
募
さ
れ
ま
し

た
。
砕
土
器
に
お
い
て
は
応
募
申
込

が
一
八
六
点
あ
り
、
説
明
書
と
構
造

略
図
が
提
出
さ
れ
た
も
の
が
一一
三
点
、

実
物
は
九
三
点
が
搬
入
さ
れ
ま
し
た
。

審
査
の
結
果
、
一
等
賞
は
該
当
が
な
く

二
等
賞
に
戸
部
式
砕
土
器
、
常
見
式

甲
号
砕
土
器
が
、
三
等
賞
に
齋
啓
式

砕
土
器
、
古
城
式
砕
土
器
、
タ
イ

シ
ョ
ー
式
耙
耮
砕
土
器
、
豊
大
器
砕

土
器
、
豊
田
式
砕
土
器
が
選
ば
れ
た

こ
と
が
昭
和
三
年
一
月
号
の
大
日
本
農

会
報
で
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
十
六
年
三
月
の
官
報
で
「
馬

利
用
砕
土
機
及
馬
利
用
中
耕
除
草
機

比
較
審
査
成
績
概
要
」
が
発
表
さ
れ

て
い
ま
す
。
農
林
省
が
社
団
法
人
帝

国
馬
匹
協
会
に
実
験
委
託
し
た
比
較

審
査
は
審
査
を
申
し
込
ん
だ
五
十
二

点
の
う
ち
砕
土
機
と
し
て
適
当
で
あ

白
馬
村
の
代
車
普
及

　

長
野
県
で
の
代
車
の
使
用
は
諏
訪
・

安
曇
野
・
北
安
曇
郡
で
多
く
み
ら
れ
ま

し
た
。
白
馬
村
民
俗
資
料
館
に
は
二

点
の
代
車
が
収
蔵
さ
れ
村
内
に
は
代

掻
き
作
業
の
写
真
が
い
く
つ
か
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
白
馬
村
民
俗
資
料
館

の
代
車
に
は
製
造
者
の
焼
印
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
「
北
條　

か
ぢ
太
」
と
あ

り
ま
す
。
白
馬
村
で
昭
和
二
十
年
代

ま
で
代
掻
き
作
業
に
使
わ
れ
て
い
た

代
車
の
多
く
は
白
馬
村
北
條
の
「
か

ぢ
太
」
が
製
造
し
村
内
の
需
要
に
応

え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
十
三

の
車
輪
を
装
備
す
る
代
車
は
、
製
造

し
配
達
す
る
利

便
を
考
慮
し
て

近
隣
の
荷
車
製

造
者
に
よ
っ
て

作
ら
れ
使
用
さ

れ
て
い
た
こ
と

が
み
え
て
き
ま

す
。

ど
ん
な
事
業
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
泉
町
の
あ
っ
た
甲
府
市
相
生
町
一

丁
目
で
聞
き
取
り
を
し
て
、
小
原
商

会
は
甲
州
街
道
に
南
面
し
店
を
構
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
昭
和

四
十
年
ご
ろ
ま
で
商
売
を
し
て
い
ま

し
た
が
そ
の
後
店
を
閉
じ
、
出
身
地

の
諏
訪
へ
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
諏
訪
か
ら
甲
府
駅
に
近
い
甲
州

街
道
沿
い
に
移
り
住
ん
で
農
蚕
具
の

商
い
を
始
め
、
後
に
近
隣
の
富
士
見

で
始
ま
っ
た
代
掻
き
車
の
隆
盛
か
ら

改
良
代
車
の
製
造
に
取
り
掛
か
っ
た

も
の
と
類
推
し
ま
す
。

代
車
製
造
者　

前
島
勝
の
こ
と

　

植
松
峯
太
郎
が
暮
ら
し
た
富
士
見

町
の
歴
史
民
俗
資
料
館
に
そ
の
代
車

が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
調
査
し
た
と

こ
ろ
、
代
車
は
一
点
所
蔵
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
植
松
式
代
車
に
は
行
き
当
た

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

展
示
公
開
さ
れ
て
い
た
代
車
の
台

の
隅
に
「
中
央
線
富
士
見　

小
林
製

輪
所
」
と
刻
印
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

植
松
峯
太
郎
の
発
明
以
降
に
富
士
見

町
で
代
車
製
造
が
広
ま
っ
た
も
の
な
の

か
そ
の
製
造
者
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。
小
林
姓
の
多
い
地
区
で
の

聞
き
取
り
か
ら
情
報
を
得
て
、
富
士

見
町
富
里
区
で
荷
馬
車
や
代
車
を
製

造
し
た
小
林
さ
ん
が
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
小
林
時と

き

次じ
ろ
う郎
・
小
林
安

＊
（
通
称
ヤ
ス
さ
ん
と
呼
ん
だ
）
・
前ま

え

島じ
ま
ま
さ
る勝の
三
人
が
富
士
見
駅
か
ら
三
〇

〇
㍍
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
一
緒
に
作
業
所

を
も
ち
製
造
販
売
し
て
い
た
こ
と
を
、

前
島
勝
の
長
女
勝
子
氏
（
昭
和
十
九

年
生
ま
れ
）
か
ら
聞
き
取
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

勝
子
氏
に
よ
る
と
、祖
父
勝か

つ
へ
い平
（
昭

和
十
三
年
に
六
十
二
歳
で
没
す
）
が

富
士
見
区
若
宮
で
代
車
や
ウ
ン
ソ
ウ

（
荷
馬
車
の
こ
と
）
を
作
っ
て
い
て
、

一
時
静
岡
で
暮
ら
し
故
郷
に
戻
り
富

士
見
駅
に
近
い
富
里
で
小
林
時
次
郎

ら
と
製
造
販
売
を
は
じ
め
ま
し
た
。

勝
子
氏
が
幼
い
こ
ろ
は
時
次
郎
・
安

さ
ん
・
前
島
勝
（
勝
平
の
長
男
）
の

三
人
で
作
業
場
を
並
べ
て
製
造
と
販

売
を
し
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
五
年
ご

ろ
に
前
島
勝
は
少
し
離
れ
た
富
士
見

区
夫め

お
と
い
わ

婦
岩
に
新
工
場
を
建
て
事
業
を

拡
げ
ま
し
た
。
工
場
は
奥
行
き
十
三

間
と
な
り
七
～
八
人
の
大
工
や
鍛
冶

職
人
を
雇
い
経
営
規
模
が
大
き
く
な

り
ま
し
た
。
昭
和
三
十
五
年
ぐ
ら
い

ま
で
代
車
と
ウ
ン
ソ
ウ
を
製
造
し
て
い

ま
し
た
が
、
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
の
時
代
と
な

り
昭
和
四
十
年
く
ら
い
に
は
商
売
を

閉
じ
ま
し
た
。
地
元
で
は
「
前ま

え
じ
ま島
棒ぼ

う…

屋や

」
と
親
し
ま
れ
、
山
梨
県
の
武む

川か
わ

村
や
台だ

い
が
は
ら

ケ
原
（
と
も
に
現
北
杜
市
）、

長
野
県
小
海
町
や
南
牧
村
な
ど
へ
代

車
や
ウ
ン
ソ
ウ
を
納
め
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。「
小
林
製
輪
所
」
の
経
営

者
だ
っ
た
時
次
郎
と
安
さ
ん
に
つ
い

て
、
勝
子
氏
は
「
次
世
代
も
亡
く
な
っ

た
し
商
売
の
そ
の
後
の
よ
う
す
は
わ

か
ら
な
い
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。
創

業
し
た
祖
父
勝
平
は
亡
く
な
っ
た
年

の
年
齢
か
ら
植
松
峯
太
郎
よ
り
も
五

歳
ほ
ど
若
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
植
松
峯
太
郎
の
代
車
を
真
似
て

作
り
始
め
た
も
の
で
し
ょ
う
か
、
家

族
は
本
郷
村
立
沢
の
植
松
姓
と
の
関

り
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
よ
う
で
し
た
。

モモタロ式砕土機
『図説農機具』より転載

代車の焼印

代車 富士見町民俗資料館所蔵

昭和二十年代　北安曇郡白馬村での代搔き
作業『白馬の歩み　第五巻』より転載 代車の焼印

白馬村民俗資料館所蔵
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る
と
認
め
ら
れ
た
の
は
水
田
用
七
点

と
畑
用
七
点
で
し
た
。
比
較
審
査
試

験
の
結
果
か
ら
当
時
の
最
先
端
の
砕

土
機
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

昭
和
期
に
入
っ
て
畜
力
用
代
掻
き

機
と
し
て
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
の
は

刃
車
型
砕
土
機
で
し
た
。
刃
車
角
度

の
調
節
・
馬
鍬
の
角
度
・
ハ
ン
ド
ル
の

高
さ
・
フ
ッ
ク
の
取
り
付
け
が
調
節
で

き
る
も
の
が
開
発
さ
れ
普
及
し
ま
し

た
。
水
田
の

砕
土
（
塊く

れ

割わ
り

）、
代
掻

き
（
荒
掻
き

と
本
代
掻

き
）
さ
ら
に

均
平
（
地
な

ら
し
）
の
作

用
を
楽
に
で

き
夾
雑
物
が

巻
き
込
み
に

く
く
吸
い
込
み
が
良

く
な
り
格
別
に
押
し

込
ま
な
く
て
も
相
当

の
深
さ
ま
で
砕
土
が

可
能
と
な
り
ま
し

た
。
刃
車
型
砕
土
機

は
昭
和
十
二
年
ご
ろ

か
ら
北
陸
地
方
の
石

川
、
福
井
、
富
山
の

レ
ン
ゲ
を
緑
肥
と
し

て
栽
培
し
た
地
域
で

広
ま
り
は
じ
め
全
国

に
普
及
し
た
も
の
で

す
。
古
川
式
、
長
谷

川
式
、
ヤ
マ
サ
、
ス
エ
ヒ
ロ
な
ど
が
普

及
し
、
中
で
も
古
川
式
刃
車
型
砕
土

機
は
、
大
正
十
三
年
に
古
川
平
次
郎

（
石
川
県
金
沢
市
）
が
完
成
さ
せ
同

十
五
年
に
特
許
を
取
得
、
昭
和
四
年

ご
ろ
に
は
刃
板
の
間
に
カ
ラ
ー
を
は
め

て
軸
に
草
が
か
ら
ま
り
に
く
い
農
王

号
が
発
明
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
代
に

す
う
勢
と
な
る
刃
車
型
砕
土
機
の
普

及
に
貢
献
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
四
十
四
年
か
ら
は

駆
動
型
の
ド
ラ
イ
ブ
ハ
ロ
ー
を
、
平
成

元
年
に
は
折
り
た
た
み
式
ド
ラ
イ
ブ

ハ
ロ
ー「
ウ
イ
ン
グ
ハ
ロ
ー
」を
開
発
し
、

こ
れ
ら
の
駆
動
型
ド
ラ
イ
ブ
ハ
ロ
ー
は

現
在
の
代
掻
き
機
の
流
軸
と
し
て
広

く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

【
参
考
・
引
用
文
献
】

田
中
壽
子
「
代
か
き
」
館
報
ま
つ
や
ま
十
二
号

平
成
十
五
年

廣
瀬
直
樹
「
稲
積
川
口
遺
跡
出
土
馬
鍬
の
使
用

方
法
を
復
元
す
る
」
富
山
県
博
物
館
協
会
電
子

紀
要　

平
成
三
十
一
年

河
野
通
明
「
牛
耕
と
牛
馬
」『
人
と
動
物
の
日

　

代
掻
き
作
業
は
動
力
化
の
普
及
に

伴
い
畜
力
用
代
掻
き
機
か
ら
歩
行
ト

ラ
ク
タ
に
籠
型
の
ロ
ー
タ
ー
を
付
け
て

浮
力
を
持
た
せ
後
方
に
は
回
転
砕
土

機
を
付
け
た
代
掻
き
機
へ
と
移
行
し
、

現
在
で
は
耕
耘
と
砕
土
を
同
時
に
行

う
ト
ラ
ク
タ
用
代
掻
き
機
が
主
流
と

な
っ
て
い
ま
す
。

松
山
式
砕
土
機
に
つ
い
て

　

松
山
犂
を
製
造
し
た
松
山
原
造
は
、

大
正
四
年
七
月
に
水
田
陸
田
兼
用
耙

耮
（
特
許
二
七
九
七
三
号
）
大
正
九

年
三
月
に
耙
耮
（
実
用
新
案
四
二
六
一

四
号
）
を
始
め
多
数
の
権
利
を
取
得

し
砕
土
機
の
開
発
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
ト
ラ
ク
タ
用
ハ
ロ
ー
は
昭
和
三
十

四
年
か
ら
試
販
を
始
め
、
三
十
七
年

か
ら
本
格
的
な
製
造
販
売
を
し
ま
し

た
。「
松
山
水
田
ハ
ロ
ー
」
と
名
付
け

て
自
転
型
刃
車
ハ
ロ
ー
の
Ｍ
Ｔ
Ｈ–

一
二

一
、
Ｍ
Ｔ
Ｈ–

一
〇
一
を
、
翌
年
か
ら
折

り
た
た
み
式
の
刃
車
ハ
ロ
ー
Ｍ
Ｔ
Ｈ–

二
〇
一
を
販
売
し
ま
し
た
。

《「
大
正
十
五
年
砕
土
器
の
懸
賞
募
集
」
の
審
査
結
果
》

二
等
賞

　

戸
部
式
砕
土
器
（
秋
田
県
雄
勝
郡
三
輪
村　

戸
部
常
吉
）

　

常
見
式
甲
号
砕
土
器
（
東
京
市
浅
草
区
南
元
町　

常
見
誠
一
）

三
等
賞

　

齋
啓
式
砕
土
器
（
新
潟
県
西
蒲
原
郡
吉
田
町　

齋
藤
啓
次
郎
）

　

古
城
式
砕
土
器
（
秋
田
県
平
鹿
郡
浅
舞
町　

古
城
和
助
）

　

タ
イ
シ
ョ
ー
式
耙
耮
砕
土
器

　
　
　
　
　
（
福
井
県
南
條
郡
武
生
町　

佐
々
木
忠
次
郎
）

　

豊
大
器
砕
土
器
（
山
口
県
阿
部
郡
彌
富
村　

大
谷
丈
槌
）

　

豊
田
式
砕
土
器
（
三
重
県
鈴
鹿
郡
高
津
瀬
村　

豊
田
力
造
）

《
馬
利
用
砕
土
機
比
較
審
査
成
績
》（
官
報　

昭
和
十
六
年
三
月
）

水
田
用

　

刃
車
型

　
　

古
川
式
砕
土
機　
（
石
川
県
金
沢
市
）
古
川
平
次
郎

　
　

高
北
式
砕
土
機　
（
三
重
県
名
張
市
）
高
北
新
治
郎

　
　

新
井
式
ス
エ
ヒ
ロ
砕
土
機
（
岡
山
県
岡
山
市
）
福
田
己
之
充

　
　

長
谷
川
式
砕
土
機
（
富
山
県
砺
波
郡
井
波
町
）
長
谷
川
長
太
郎　

　
　

ヤ
マ
サ
式
砕
土
機　
（
東
京
市
江
戸
川
区
）
斎
藤
明

　
　

土
谷
式
砕
土
機　
（
福
井
県
南
条
郡
神
山
村
）
土
谷
六
右
衛
門

　

代
車
型

　
　

モ
モ
タ
ロ
式
砕
土
機
（
乗
用
型
）（
山
梨
県
甲
府
市
）
小
原
春
良

畑
用

　

翼
状
切
藪
刃
型　

　
　

山
陽
式
折
畳
飛
行
機
馬
鍬　

山
口
県
吉
敷
郡
小
郡
町　

原
田
ハ
ル
ノ

　
　

坪
田
式
飛
行
機
馬
鍬　

三
重
県
名
賀
郡
猪
田
村　

坪
田
岩
太
郎

　
　

内
田
式
飛
行
機
馬
鍬　

山
口
県
吉
敷
郡
小
郡
町　

内
田
友
二

　
　

サ
カ
イ
式
飛
行
機
馬
鍬　

兵
庫
県
揖
保
郡
揖
保
村　

堺　

吉
次
郎

　

鬼
車
型　

　
　

藤
原
式
砕
土
機　

秋
田
県
雄
勝
郡
西
馬
音
内
町　

藤
原
長
吉

　
　

坪
田
式
砕
土
機　

三
重
県
名
賀
郡
猪
田
村　

坪
田
岩
太
郎

　
　

朝
日
式
砕
土
機　

滋
賀
県
坂
田
郡
大
原
村　

坪
井
津
右
衛
門

本
史
二
』
吉
川
弘
文
館　

平
成
二
十
一
年

市
村
導
人
「
王
禎
『
農
書
』
以
後
の
水
田
耕
耘

体
系
の
実
態
」
雑
誌
「
鷹
陵
史
学
三
十
九
」
平

成
二
十
五
年

王
禎
『
農
書
』
明
嘉
靖
九
年
刊
本　

国
立
公
文

書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

天
野
元
之
助
『
中
国
農
業
技
術
史
』
御
茶
の
水

書
房　

昭
和
三
十
七
年

森
隆
男
「
車
馬
鍬
の
登
場
と
普
及
：
形
態
の
分

類
と
分
布
か
ら
」
紀
要
「
関
西
大
学
博
物
館
紀

要
十
九
巻
」
平
成
二
十
五
年

雑
誌
「
大
日
本
農
会
報　

五
六
六
号
」
昭
和
三

年「畜
力
利
用
農
機
提
要
」　

斉
藤
報
恩
農
業
館
報

第
八
号　

昭
和
六
年

常
松
栄
「
砕
土
機
の
性
能
に
つ
い
て
」
北
海
道

帝
国
大
学
農
学
部
報
文　

昭
和
十
二
年

『
新
農
具
論
』
中
外
農
林
新
聞
社
刊　

昭
和
十

四
年

新
関
三
郎『
水
田
の
畜
力
除
草
と
畜
力
農
機
具
』

資
材
社　

昭
和
二
十
三
年

森
周
六
『
農
機
具
の
発
達
』
平
凡
社　

昭
和
二

十
三
年

中
村
忠
次
郎
『
図
説
農
機
具
』
昭
和
三
十
年

『
図
で
見
る
農
機
具
第
三
巻
』
新
農
林
社　

昭

和
三
十
七
年

『
日
本
発
明
家
伝
』
昭
和
三
十
六
年　

『
農
機
工
業
の
変
遷
』
新
農
林
社　

昭
和
四
十

年　『白
馬
の
歩
み
』
白
馬
村
村
誌　

第
五
巻　

写

真
編　

昭
和
五
十
九
年

大正六年　実用新案四二六一四号　耙耮

古川式農王号砕土機
『昭和九年　農機商大鑑』（館蔵）

広告欄より転載

戸部式砕土器
「斉藤報恩農業館報八号」より転載

大正十年　松山式砕土器の実演風景
（館蔵）
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は
じ
め
に

　

六
世
紀
頃
に
中
国
大
陸
か
ら
朝
鮮

半
島
を
経
て
稲
作
技
術
と
と
も
に
日
本

に
伝
わ
っ
た
犂
は
「
犂
」「
犁
」「

」

と
色
々
な
表
記
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

松
山
株
式
会
社
で
は
、
昭
和
三
十
七

年
会
社
創
立
六
十
周
年
記
念
刊
行
物

に
「
当
社
で
は
社
名
に
だ
け
【
犂
】
と

い
う
漢
字
を
使
い
、
そ
の
他
は
す
べ
て

【
犁
】に
統
一
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
こ
の
「
す
き
」
の
漢
字
表
記

に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。　

江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
の
犂

　

古
く
は
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
に

書
か
れ
た
『
農
具
便
利
論
』
に
は
犂
に

つ
い
て
「
隠お

き
の
く
に
す
き

岐
国
耜
」
や
「
源げ

ん
ご
べ
い

五
兵
衛

耒か
ら
す
き耜

」
と
い
っ
た
記
述
も
み
ら
れ
、
江

戸
時
代
に
は
「
耜
」
の
漢
字
も
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

時
代
が
下
っ
て
明
治
時
代
に
入
り
政

府
の
推
奨
で
福
岡
農
法
が
広
が
り
そ
の

代
表
的
な
農
具
で
あ
る
犂
を
使
っ
た
犂

耕
が
普
及
し
だ
し
、
色
々
な
犂
を
考
案

す
る
製
造
者
が
出
て
き
ま
し
た
。

発
見
！
創
業
当
時
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

　

松
山
原
造
が
単た

ん
ざ
ん鑱
双そ

う
よ
う用
犂り

の
特
許

を
申
請
し
た
の
が
明
治
三
十
四
年
四
月

で
し
た
。
そ
の
年
の
十
二
月
に
特
許
を

取
得
し
、
直
後
に
作
っ
た
使
用
法ひ

と
り
あ
ん

獨
案

内な
い

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）
が
当
記
念
館
収

蔵
庫
を
整
理
し
て
い
る
中
で
見
つ
か
り

ま
し
た
。

　

こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
赤
字
で
校
正

さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
十
四
年
十
二
月

発
売
元
単
鑱
雙
用

製
作
所
と
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
文
中
に
は「
松
山
犁
」、

「
松
山

」、「
犂
壁
」
と
い
っ
た
具
合

に
三
種
類
の
漢
字
が
混
在
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
表
記
に
は
校
正
が
い
っ
さ
い

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
正
時
代
発
行
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

な
る
と
、「
犂
」
の
漢
字
で
統
一
さ
れ
は

じ
め
ま
し
た
。

社
外
で
の
使
わ
れ
方

　

次
に
社
外
で
は
ど
の
よ
う
に
、
こ
の

三
種
類
の
漢
字
は
使
わ
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。

　

当
館
に
収
蔵
す
る
明
治
三
十
七
～

昭
和
四
十
三
年
（
こ
の
年
に
社
名
を
松

山
㈱
に
変
更
し
た
た
め
）
ま
で
の
農
商

務
省
や
大
日
本
農
会
と
い
っ
た
公
的
機

関
の
発
行
す
る
表
彰
状
で
の
漢
字
の
使

わ
れ
方
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
二
百
七

十
枚
あ
る
中
で
「
犁
」
は
九
十
五
枚
、

「
犂
」
は
百
三
十
四
枚
、「

」
は
三

十
八
枚
、
そ
の
他
三
枚
で
し
た
。

　

次
に
大
日
本
農
会
発
行
の
刊
行
誌

「
大
日
本
農
会
報
」
で
は
ど
の
よ
う
に

記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
を
調
べ
て
み
ま

し
た
。「
犂
」
の
記
述
が
登
場
す
る
明

治
十
七
年
五
月
号
～
昭
和
三
十
七
年

七
月
号
中
に
は
「
犂
」
と
「
犁
」
が
同

じ
文
章
中
で
あ
っ
て
も
併
用
さ
れ
て
お

り
、「

」
も
昭
和
の
初
め
頃
か
ら
併

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
畜
力
犂
全
盛
期
の
農
業
業

界
誌
二
誌
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
新
農

林
社
発
行
『
農
機
具
年
鑑
』
と
近
代

農
業
社
発
行
『
農
機
具
名
鑑
』
に
よ
る

と
昭
和
三
十
年
ま
で
は
「
犂
」「

」

「
犁
」
の
混
用
が
見
ら
れ
ま
し
た
が
、

昭
和
三
十
一
年
か
ら
「
犁
」
に
統
一
さ

れ
て
い
ま
し
た
。

「
犂
」
と
い
う
漢
字
の
成
り
立
ち

　

「
犂
」「
犁
」「

」
の
漢
字
の
関
係

性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
調
べ
て
み

ま
し
た
。

　
一
九
九
二
年
角
川
書
店
発
行
の
『
大

字
源
』
に
は
「
犂
」
が
親
字
（
基
と
な

る
字
）、「
犁
」
は
異
体
字
（
親
字
と
同

音
同
義
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
）
の
中
の

俗
字
（
本
字
の
字
形
が
長
期
の
使
用
の

間
に
省
略
さ
れ
、
ま
た
、
崩
れ
た
形
で

流
布
し
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
）

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
一
九
五
八
年
大
修
館
書
店
発
行

『
大
漢
和
辞
典
』
の
引
用
に
は
一
三
七

五
年
中
国
で
発
行
さ
れ
た
官
方
韻
書

『
洪
武
正
韻
』に「
犁
、同
レ
犂
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
犂
を
伝
え
た
中
国

で
は
昔
か
ら
同
じ
意
味
を
持
ち
「
犂
」

と
「
犁
」
は
併
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、「

」
の
漢
字

に
は
い
き
当
た
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

漢
字
の
移
り
変
わ
り

　

明
治
以
降
政
府
は
漢
字
の
見
直
し

に
着
手
し
ま
し
た
。
大
正
八
年

の
漢
字
整
理
案
を
皮
切
り
に

大
正
十
二
年
常
用
漢
字
表
、

略
字
表
、
大
正
十
五
年
に
は
字

体
整
理
案
、
昭
和
六
年
常
用

漢
字
表
修
正
な
ど
戦
前
に
七

回
、
戦
後
は
昭
和
二
十
一
年
当

用
漢
字
表
な
ど
平
成
二
十
一
年

ま
で
に
八
回
の
内
閣
告
示
・
訓

令
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
昭
和
二
十
一
年
を
基
準
と
し
て
、

こ
の
当
用
漢
字
表
に
略
字
で
書
か
れ
て

い
る
の
を
新
字
体
、
当
用
漢
字
表
に
書

か
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
以
前
か
ら

使
わ
れ
て
い
た
漢
字
を
旧
字
体
と
い
う

よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し

「
犂
」
の
漢
字
は
常
用
漢
字
で
は
な
い

た
め
、
公
的
な
移
行
時
期
は
確
認
で
き

て
い
ま
せ
ん
。

最
後
に

　

明
治
・
大
正
時
代
多
く
の
事
柄
や

価
値
観
が
激
動
し
て
い
っ
た
中
、
漢
字

表
記
や
漢
字
の
あ
り
方
も
例
外
で
は
な

く
紆
余
曲
折
し
て
い
た
様
子
が
わ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
活
字
印
刷

に
お
い
て
も
漢
字
が
確
立
さ
れ
に
く

か
っ
た
の
か
と
思
い
ま
す
。

　

時
代
は
漢
字
を
よ
り
わ
か
り
や
す

く
、
ま
た
字
画
を
少
な
く
す
る
流
れ
に

な
っ
て
い
く
中
「
犂
」「
犁
」
と
い
う

漢
字
も
使
わ
れ
方
が
変
化
し
て
い
き
、

戦
後
昭
和
三
十
年
代
に
な
り
「
犁
」
に

確
立
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

近
年
の
ト
ラ
ク
タ
用
作
業
機
製
造

者
は
「
す
き
」
と
平
仮
名
表
記
に
し
て

い
ま
す
。「
犂
」「
犁
」「
す
き
」
と
表

記
は
移
り
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
畜

力
犂
の
時
代
を
検
証
す
る
研
究
者
達

は「
犂
」と
い
う
漢
字
を
使
っ
て
い
ま
す
。

【
参
考
文
献
】

「
60
年
の
歩
み
│
１
９
６
２
創
業
満
60
年
記
念
」

昭
和
三
十
七
年　

㈱
松
山
犂
製
作
所

『
大
字
源
』　

平
成
四
年　

角
川
書
店

『
大
漢
和
辞
典
』　

昭
和
三
十
三
年　

大
修
館
書

店『
漢
字
表
（
字
種
・
字
体
の
変
遷
）
を
調
べ
る
』

令
和
元
年　

リ
サ
ー
チ
・
ナ
ビ
国
立
国
会
図
書

館『
農
機
具
名
鑑
』　

昭
和
二
十
七
、二
十
八
、三
十
、

三
十
二
、
三
十
三
年　

㈱
近
代
農
業
社

『
農
機
具
年
鑑
』　

昭
和
二
十
五
、
二
十
七
、
二

十
九
年　

㈱
新
農
林
社

雑
誌
「
大
日
本
農
会
報
」　

明
治
十
七
年
～
昭

和
三
十
七
年

（
学
芸
員　

松
井
以
久
子
）

「
犂
」
の
漢
字
表
記
の
移
り
変
わ
り
に
つ
い
て

「耜」の漢字を使っている文献
隠岐国耜　『農具便利論』より転載
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松山記念館日誌
月 日 曜日 内容・実施事項

令和2（2020）年度

9 5～ 土～ 松本市立博物館企画展「農耕用具コレクション」開催協力
会期10月４日まで

9 15 火 「馬と人と」企画についてZoom会議（田中学芸員）

9 16 水 嬬恋郷土資料館長 関俊明氏来館、企画展打合せ

9 24 木 館報29号出版打合せ

10 19 月 館報「まつやま」29号発行

10 20 火 長野市立博物館企画展視察研修（田中・松井学芸員）

10 24 土 馬と人の結びつきを考える会　　第3回大会参加協力
於：木曽馬の里（田中学芸員）

10 25 日 馬と人の結びつきを考える会　　第3回大会参加協力
於：木曽馬の里（田中学芸員） 〔写真 ①〕

11 5 木 佐久平総合技術高等学校へ図書等の寄贈

11 25 水 嬬恋郷土資料館館長　関俊明氏来館、企画展報告

11 25 水 馬耕伝習会　於：上田市御嶽堂圃場（西尾和実講師） 〔写真 ②〕

12 11 金 第21回理事会(令和2年度中間事業報告と令和3年度事業計画書、
予算書等の承認他)

12 17 木 令和3年度事業計画書等の提出（行政庁長野県へ）

令和３（2021）年度

1 19 火 令和2年度会計及び業務監査

1 23 土 講座・地域の文化を支えた人 「々近代犂の発明家松山原造」
於：上田情報ライブラリー（田中学芸員） 〔写真 ③④〕

2 4 木 第22回理事会（令和2年度事業報告及び決算書の承認その他）

2 17 水 上田市内より松山犂（甲大）1台受贈

2 22 月 第13回評議員会（令和2年度事業報告及び決算書の承認その他）

3 1 月 2月22日、役員8名、評議員7名役員改選登記完了

3 4 木 長野県知事宛「事業報告等の提出書」提出

3 11 木 旧大門村　小林康氏聞取り調査（田中・松井学芸員）

3 22 月 「馬と人と」令和3年度事業計画会議　於：松本大学（田中学芸員）

4 1 木 松山㈱新入社員来館視察研修

4 1 木 長野県教育委員会宛「青少年を対象とした取組等に関する実績報告」
提出

5 11 火 消火器の点検

5 12 水 西尾評議員来館指導（「DVD馬耕編」の監修）

6 26 土 令和3年度米熊・慎蔵・龍馬会定時総会出席

6 26 土 庭木の剪定（ヒマラヤスギ）

7 12 月 うまや七福（伊那市高遠）の西尾和実氏へ聞取り調査の立会い 〔写真 ⑤〕

7 17 土 Web研修　日本民具学会「近年の新設館や展示リニューアルにおける
民具の役割」参加（田中・松井学芸員）

7 21 水 長野県より運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査の実施

8
13
～
16

金
～
月

盆休み

9 10 金 上伊那農業高等学校へ図書等の寄贈

9 16 木 更級農業高等学校へ図書等の寄贈

⑤西尾和実氏より犂開発について聞き取り

④講座「近代犂の発明家松山原造」

③地域の文化を支えた人々  松山原造
　展示コーナー（上田情報ライブラリー）

②馬耕伝習会

①「馬と人」Web配信
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松
山
記
念
館
で
は
、
令
和
二
年
度

第
二
十
九
回
文
化
講
演
会
の
開
催

を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め

開
催
を
見
送
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。

★
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
㈮
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

第
二
十
一
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

①
令
和
三
年
度
事
業
計
画
書
（案）
・

同
収
支
予
算
書
（案）
に
つ
い
て
審
議
さ

れ
、
出
席
者
全
員
の
承
認
を
得
た
。

②
そ
の
他
報
告
事
項
承
認
。

★
令
和
三
年
二
月
四
日
㈭
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

第
二
十
二
回
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、

①
令
和
二
年
度
事
業
報
告
書
（案）
及

び
事
業
報
告
の
付
属
明
細
並
び
に

同
収
支
決
算
書
（案）
及
び
財
務
諸
表

等
を
、
監
事
に
よ
る
会
計
監
査
報

告
の
後
審
議
さ
れ
、
出
席
者
全
員
の

承
認
を
得
た
。

②
定
例
評
議
員
会
の
招
集
に
つ
い
て

令
和
三
年
二
月
二
十
二
日
㈪
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

開
催
を
可
決
承
認
。

③
そ
の
他
報
告
事
項
承
認
。

★
令
和
三
年
二
月
二
十
二
日
㈪
協
同

サ
ー
ビ
ス
㈱
二
階
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、

第
十
三
回
評
議
員
会
が
開
催
さ
れ
、

①
令
和
二
年
度
事
業
報
告
書
（案）
及

び
事
業
報
告
の
付
属
明
細
並
び
に

同
収
支
決
算
書
（案）
及
び
財
務
諸
表

等
を
、
監
事
に
よ
る
会
計
監
査
報

告
の
後
慎
重
審
議
さ
れ
、
出
席
者

全
員
の
承
認
を
得
た
。

②
そ
の
他
報
告
事
項
承
認
。

　

松
山
㈱
の
令
和
三
年
度
の
新
入

社
員
は
、
四
月
一
日
㈭
の
入
社
式
終

了
後
、
当
館
を
訪
れ
、
松
山
㈱
創

業
以
来
の
犂
及
び
犂
の
歴
史
を
研

修
し
た
。

開
館
日
数　
　

二
七
三
日

見
学
者
総
数　

二
八
六
人　

〈
内
訳
〉

県
外
（
含
む
外
国
）…

四
九
・
三
％

東
信…

三
三
・
二
％

北
信…

七
・
〇
％

南
信…

九
・
一
％

中
信…

一
・
〇
％

　

松
山
記
念
館
で
は
、
令
和
三
年
度

文
化
講
演
会
の
開
催
を
予
定
し
て
い

ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
の
た
め
開
催
を
見

送
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
度 

第
二
十
九
回

文
化
講
演
会
中
止

理
事
会
開
催

評
議
員
会
開
催

松
山
㈱
新
入
社
員
の

研
修
見
学

令
和
二
年
度
当
館
見
学
者

令
和
三
年
度
文
化
講
演
会

中
止

新任学芸員の
ご紹介

　

（
公
財
）
松
山
記
念
館
の
学
芸
員
と
な
り
ま
し
た
松
井

以
久
子
と
申
し
ま
す
。

　

子
供
達
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
、
そ
れ
ぞ
れ
色
々
な
事

に
挑
戦
し
て
い
る
姿
を
見
て
自
分
自
身
も
何
か
に
挑
戦
し

て
み
よ
う
、
と
思
い
な
が
ら
数
年
過
ご
し
て
い
ま
し
た
が

こ
の
度
ご
縁
あ
っ
て
当
記
念
館
と
出
会
え
ま
し
た
事
を
嬉

し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

「
ご
縁
あ
っ
て
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
松
山
㈱
の
二
代

目
松
山
篤
会
長
と
主
人
の
祖
父
と
が
友
人
だ
っ
た
こ
と
を
、

記
念
館
の
資
料
整
理
に
来
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
主
人
の

母
か
ら
聞
き
、
不
思
議
な
ご
縁
を
感
じ
ま
し
た
。

　

昨
年
か
ら
は
今
ま
で
目
に
し
て
こ
な
か
っ
た
資
料
や
文

献
を
通
じ
新
た
な
知
識
を
得
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

な
に
ぶ
ん
未
熟
な
私
で
は
あ
り
ま
す
が
み
な
さ
ま
か
ら

の
ご
指
導
を
仰
ぎ
な
が
ら
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。


