
仰
木
の
民
俗
誌
・
牛
と
人
の
関
係

�
～「
仰
木
ふ
る
さ
と
五
感
体
験
ア
ン
ケ
ー
ト
」
よ
り
考
察
す
る
～
　

�

大
原
　
歩
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は
じ
め
に  

　

成
安
造
形
大
学
附
属
近
江
学
研
究
所
に
お
け
る
近
江
学
研
究
「
里
山
～

水
と
く
ら
し
」
の
第
二
期
と
し
て
二
〇
一
一
年
よ
り
二
年
間
、
研
究
活
動

「
仰
木
の
生
活
文
化
の
聞
き
取
り
調
査
及
び
仰
木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
制
作
」

［
註
１
］
に
取
り
組
ん
だ
。
本
稿
は
、
研
究
活
動
の
過
程
で
滋
賀
県
大
津
市

仰
木
地
区
の
六
〇
歳
以
上
で
組
織
す
る
「
仰
木
学
区
老
人
ク
ラ
ブ
」
を
対

象
に
実
施
し
た
「
仰
木
ふ
る
さ
と
五
感
体
験
ア
ン
ケ
ー
ト
」［
註
１
］
に
お

い
て
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
多
く
記
述
さ
れ
た
「
牛
」
に
着
目
す
る
。
農
耕

の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
「
牛
」
と
の
暮
ら
し
を
読
み
解
く
こ
と
に

よ
り
、
昭
和
二
〇
～
四
〇
年
代
と
い
う
手
が
届
く
過
去
に
お
い
て
、
仰
木

地
区
で
営
ま
れ
て
き
た
自
然
と
対
峙
し
た
厳
し
く
も
豊
か
な
生
活
文
化
の

一
端
を
記
録
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

第
一
章
　
仰
木
ふ
る
さ
と
五
感
体
験
ア
ン
ケ
ー
ト「
牛
」  

　
「
仰
木
ふ
る
さ
と
五
感
体
験
ア
ン
ケ
ー
ト
」（
以
下
ア
ン
ケ
ー
ト
）
は
、

当
時
の
五
感
体
験
、
身
体
感
覚
を
思
い
出
し
書
き
出
し
て
い
た
だ
い
た
。

一
八
五
枚
集
ま
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
か
ら
、
牛
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

仰
木
の
民
俗
誌
・
牛
と
人
の
関
係
　
～「
仰
木
ふ
る
さ
と
五
感
体
験
ア
ン
ケ
ー
ト
」
よ
り
考
察
す
る
～

 

大
原
　
歩

•••••••••••••••••••••••••••••••
Title :

Ogi Folkloristics : The Interdependence between Cows and People

Summary : 
This report is based on data collected in the “Questionnaire 
regarding First-Hand Experiences of Life in Ogi,” conducted in Ogi 
in Otsu City, Shiga Prefecture. It examines the vital relationship 
between cows and people in the life of farming villages between 
the years 1945 and 1965.
•••••••••••••••••••••••••••••••
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一
二
九
項
目
あ
っ
た
。

　

内
容
を
分
類
す
る
と
、
図
１
の
よ
う
に
な
る
。「
う
ま
や
」
と
呼
ば
れ

る
牛
小
屋
・
牛
舎
が
家
の
中
に
あ
っ
た
様
子
な
ど
牛
と
の
共
同
生
活
の
様

子
が
わ
か
る
記
述
が
一
番
多
く
、
次
に
、
牛
の
エ
サ
取
り
や
エ
サ
づ
く
り

な
ど
子
供
も
一
緒
に
取
り
組
ん
だ「
牛
の
世
話
」に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ

た
。
三
番
目
、
五
番
目
に
は
田
仕
事
や
山
仕
事
に
お
け
る
牛
の
役
割
に
つ

い
て
、
ま
た
、
四
番
目
、
六
番
目
に
は
牛
の
鳴
き
声
や
に
お
い
な
ど
、
時

間
が
た
っ
て
も
よ
み
が
え
る
嗅
覚
や
聴
覚
の
記
憶
に
残
っ
た
と
い
う
記
述

が
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
は
、
牛
の
品
評
会
、
牛
祭
り
に
つ
い
て
な
ど
、
牛

の
売
買
や
祭
礼
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

図１：「仰木五感体験アンケート」における牛の記述に関する
分類

　

第
二
章
よ
り
表
記
す
る
抜
粋
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
執
筆
者
に
つ
い
て
は
、

文
末
の
か
っ
こ
内
に
順
に
（
ア
ン
ケ
ー
ト
を
回
収
し
た
二
〇
一
一
年
時
の

年
齢
、
性
別
、
在
住
地
、
ア
ン
ケ
ー
ト
番
号
）
と
記
す
。

第
二
章
　
生
産
生
活
に
欠
か
せ
な
い
牛  

　

仰
木
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
耕
耘
機
が
販
売
さ
れ
る
ま
で
、
牛
が
労

力
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
き
た
。

　

高
低
差
の
あ
る
棚
田
で
の
農
作
業
、
秋
の
稲
刈
り
の
運
搬
、
ま
た
山
で

伐
採
し
た
木
を
伐
り
出
す
な
ど
田
畑
・
山
仕
事
に
は
牛
が
必
須
で
あ
っ
た
。

黒
毛
牛
が
ほ
と
ん
ど
で
、
昔
は
力
強
い
雄
牛
が
多
か
っ
た
が
、
戦
後
は
男

手
が
少
な
く
な
っ
た
た
め
女
性
で
も
扱
い
や
す
く
大
人
し
い
雌
牛
を
飼
う

家
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
ど
れ
ほ
ど
牛
が
い
た
か
と
い
う
と
、

杉
立
繁
雄
氏
の
『
八
坂
神
社
の
笹
神
輿
』
を
引
用
す
る
と
、「
宝
永
三
年

（
一
七
〇
六
）
の
「
下
仰
木
村
指
出
帳
之
覚
」
に
は
下
仰
木
村
一
七
〇
軒

に
対
し
て
牛
六
六
疋
・
馬
十
二
疋
。
明
治
十
三
年
の
『
滋
賀
県
物
産
誌
』

に
は
仰
木
全
体
で
四
五
七
軒
に
対
し
て
牛
二
〇
〇
疋
」
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
、「
昭
和
初
期
ま
で
に
は
、
殆
ど
の
農
家
に
一
頭
の
牛
が
飼

わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
。

二-
一
　
田
仕
事

　

牛
の
労
力
が
一
番
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、「
田
仕
事
」
で
あ
っ
た
。

棚
田
を
耕
作
す
る
上
で
一
番
重
要
な
土
を
起
こ
し
、
酸
素
を
含
ま
せ
、
養

うまや
20%

牛の世話
17%

農業と牛
16%

牛の鳴き声
14%

牛の荷車
13%

牛のにおい
12%

その他
5%

牛の品評会
3%
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大
津
や
京
都
な
ど
遠
方
へ
米
俵
な
ど
を
運
搬
し
た
際
は
、
牛
用
の
藁
の
沓

を
前
足
に
履
か
せ
、
牛
の
蹄
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
気
を
つ
か
っ
た
。
冬

の
寒
い
時
期
に
は
、
角
に
八
の
字
に
布
を
巻
い
た
り
、
背
中
に
毛
布
を
か

け
て
か
ら
鞍
を
乗
せ
る
な
ど
の
防
寒
を
し
、
大
切
に
さ
れ
て
い
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
て
記
す
。

　
親
が
木
伐
を
伐
出
し
て
い
た
。
車
で
は
な
く
荷
車
を
引
っ
ぱ
る
の
は
牛

で
し
た
。
牛
の
仕
草
の
掛
声
「
オ
ウ
、
シ
イ
ツ
」、
そ
し
て
坂
道
を
帰
っ

て
来
る
キ
ー
ッ
と
い
う
き
び
し
い
ブ
レ
ー
キ
の
音
で
今
日
も
無
事
に
帰
っ

て
来
て
く
れ
た
と
夕
方
ホ
ッ
と
す
る
一
刻
で
し
た
。（
七
四
歳
、
女
性
、

下
仰
木
、
番
号
34
）
／
私
た
ち
の
子
供
の
頃
は
、
重
た
い
も
の
を
運
ぶ
時

は
荷
車
を
牛
に
引
っ
張
っ
て
も
ら
っ
て
ガ
タ
ガ
タ
道
を
歩
く
生
活
で
し
た
。

秋
は
日
が
短
い
の
で
、
暗
く
な
っ
て
父
が
帰
っ
て
く
る
時
、
タ
イ
ヤ
が
金

の
玉
だ
っ
た
の
で
、
チ
ャ
リ
ン
チ
ャ
リ
ン
と
大
き
い
音
が
聞
こ
え
て
く
る

と
「
あ
あ
、
お
父
さ
ん
の
音
や
」
と
言
っ
て
、
外
へ
出
迎
え
に
行
っ
た
も

の
で
す
。（
六
九
歳
、
女
性
、
上
仰
木
、
番
号
89
）
／
農
作
業
の
運
搬
は

鉄
車
輪
の
荷
車
を
牛
に
引
か
せ
、「
シ
イ
ッ
チ
ャ
イ
」
と
尻
を
た
た
い
て

い
た
。（
七
九
歳
、
女
性
、
上
仰
木
、
番
号
１
３
５
）

第
三
章 

牛
と
暮
ら
す  

　

生
産
生
活
を
支
え
る
た
め
に
一
家
に
一
頭
は
牛
を
飼
っ
て
い
た
。
牛
を

維
持
す
る
こ
と
は
大
変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
章
で
は
、
牛
と
共
に
暮

ら
す
生
活
へ
目
を
む
け
る
。

分
を
蓄
え
、
土
を
な
ら
し
、
水
が
抜
け
な
い
よ
う
水
を
張
る
「
田
ん
ぼ
の

こ
し
ら
え
」。
仰
木
で
は
粘
土
質
の
泥
田
が
多
く
、
ぬ
か
る
み
の
中
で
の

田
仕
事
に
は
牛
の
力
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
以
下
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と

め
て
記
す
。

　
農
業
は
牛
な
し
で
は
で
き
な
い
。（
七
〇
歳
、
男
性
、
上
仰
木
、
番
号

92
）
／
田
ん
ぼ
を
耕
作
す
る
の
に
牛
で
カ
ラ
ス
キ
を
引
っ
張
り
、
耕
し
て

い
た
。（
七
〇
歳
、
男
性
、
上
仰
木
、
番
号
１
２
９
）
／
土
質
は
粘
土
層

で
痩
せ
た
土
地
が
多
く
、
農
耕
に
は
人
力
だ
け
で
は
と
て
も
困
難
で
あ
り
、

先
祖
の
人
々
は
貧
苦
の
中
か
ら
牛
を
飼
い
、
労
力
の
重
要
な
担
い
手
と
し

て
大
切
に
扱
い
、
共
生
し
て
き
た
。（
八
八
歳
、
女
性
、
平
尾
、
番
号

１
８
５
）
／
小
学
生
の
頃
か
ら
牛
で
カ
ラ
ス
キ
を
持
っ
て
田
ん
ぼ
を
耕
し

た
。
ま
た
ク
ワ
で
か
く
れ
ば
、
大
昔
に
噴
火
し
た
跡
と
思
う
が
、
火
山
の

灰
色
の
土
が
に
ゅ
っ
と
出
て
き
た
。
こ
の
土
が
乾
く
と
ク
ワ
が
は
ね
返
っ

て
き
て
細
か
く
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
場
所
の
付
近
へ
い
っ
た
ら
牛
が
沈

ん
で
行
っ
て
牛
が
な
か
な
か
上
が
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
と
て
つ
も
な
く
長

い
孟
宗
竹
を
差
し
て
も
沈
ん
で
い
た
こ
と
な
ど
を
覚
え
て
い
る
。（
六
七
歳
、

男
性
、
上
仰
木
、
番
号
86
）

二-

二
　
山
仕
事
、
運
搬

　

ま
た
農
閑
期
に
は
、
山
仕
事
や
、
米
俵
や
丸
太
な
ど
の
物
資
の
運
搬
に

も
牛
が
活
躍
し
た
。
山
仕
事
は
、
山
の
谷
あ
い
で
切
り
出
し
た
六
間
ほ
ど

（
約
十
一
メ
ー
ト
ル
）
の
丸
太
や
材
木
を
、
キ
ン
マ
（
木
馬
：
木
材
で
作

ら
れ
た
そ
り
）
を
使
っ
て
尾
根
道
ま
で
引
き
出
す
作
業
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
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三-

一
　
う
ま
や

　

仰
木
の
百
姓
の
家
に
は
、「
う
ま
や
」
と
呼
ば
れ
る
牛
小
屋
が
家
の
中

に
あ
り
、一
つ
屋
根
の
下
、牛
と
共
に
暮
ら
し
て
い
た
。
以
下
、ア
ン
ケ
ー

ト
を
ま
と
め
て
記
す
。

　
昔
の
家
は
玄
関
よ
り
入
る
と
土
間
が
あ
り
、
居
間
は
殆
ん
ど
の
家
は
六

畳
の
居
間
が
４
間
あ
り
、
居
間
の
反
対
側
に
は
牛
舎
が
あ
り
、
訪
ね
て
行

く
と
牛
が
顔
を
出
し
て
挨
拶
し
て
く
れ
る
こ
と
が
ど
の
家
に
も
多
く
ら
れ

た
。（
九
九
歳
、
男
性
、
平
尾
、
番
号
25
）
／
家
を
入
っ
て
右
側
の
間
が

牛
小
屋
だ
っ
た
。（
六
九
歳
、
女
性
、
上
仰
木
、
番
号
96
）
／
玄
関
の
横

に
牛
小
屋
が
あ
り
、
知
ら
な
い
人
が
玄
関
と
間
違
え
て
戸
を
開
け
た
ら
牛

が
出
て
き
て
び
っ
く
り
し
た
笑
い
話
が
あ
る
。（
六
二
歳
、男
性
、下
仰
木
、

番
号
32
）

　

記
述
と
聞
き
取
り
を
も
と
に
当
時
の
「
う
ま
や
」
の
あ
る
民
家
の
平
面

図
（
図
２
）
を
描
い
て
み
る
と
、
う
ま
や
が
土
間
・
台
所
の
一
角
に
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
牛
は
土
間
側
へ
顔
を
出
し
、
そ
こ
で
エ
サ
を
与
え
た
。

う
ま
や
に
は
、
短
く
刻
ん
だ
稲
わ
ら
を
敷
き
、
二
日
に
一
度
昼
頃
に
片
づ

け
、
糞
と
一
緒
に
田
の
肥
料
と
し
た
。

　

ま
た
、
子
供
心
に
強
烈
だ
っ
た
の
は
、
う
ま
や
の
に
お
い
だ
っ
た
よ
う

だ
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
て
記
す
。

　
家
の
中
に
入
っ
た
ら
、
ど
の
家
で
も
牛
の
に
お
い
が
し
た
。（
七
六
歳
、

男
性
、下
仰
木
、番
号
71
）
／
牛
の
に
お
い
よ
り
馬
屋
の
臭
い
が
き
つ
か
っ

た
。
そ
の
馬
屋
か
ら
フ
ン
を
手
で
つ
か
ん
で
丸
め
て
棒
で
挿
し
て
田
ん
ぼ

ま
で
運
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
臭
い
も
く
そ
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

▲
玄関

デ
ザ
シ
キ

ナガシ

ミズガメ

イ
マ

ヘ
ヤ

ヒ
タ
キ
ザ オクドサン

ナ
ン
ド

大釜 牛鍋御飯用

イド

茶釜

ヒ
タ
キ
ザ オクドサン

ナ
ン
ド

大釜 牛鍋御飯用

ウ
マ
ヤ

ウ
マ
ヤ

土間
ウ
マ
ヤ

ウ
マ
ヤ

土間

出入口

図２：ウマヤのある仰木の農家の平面構成
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そ
れ
が
田
ん
ぼ
を
作
る
常
識
だ
か
ら
。
家
の
玄
関
に
入
っ
た
所
に
馬
屋
が

あ
る
の
で
家
中
が
臭
く
、
昔
は
ハ
エ
取
り
紙
が
な
か
っ
た
か
ら
ハ
エ
が
飛

び
ま
わ
っ
て
い
た
。（
六
九
歳
、
男
性
、
上
仰
木
、
番
号
１
３
３
）

　

ま
た
、
外
に
牛
を
つ
な
ぐ
時
に
は
、

　
「
牛
つ
な
ぎ
と
言
っ
た
丈
夫
な
木
に
つ
な
が
れ
て
い
た
。（
七
三
歳
、
女

性
、
下
仰
木
、
番
号
１
７
３
）」「
昔
は
自
分
の
家
で
牛
を
飼
っ
て
い
た
の

で
よ
く
牛
の
世
話
を
し
た
。
そ
し
て
牛
を
つ
な
ぐ
木
（
な
つ
め
の
木
）
が

あ
っ
て
そ
こ
で
よ
く
牛
の
体
を
こ
す
っ
て
き
れ
い
に
し
た
。（
七
一
歳
、

女
性
、
下
仰
木
、
番
号
１
７
５
）」　
な
ど
、

　

特
定
の
な
つ
め
の
木
を
庭
木
と
し
て
育
成
し
使
用
し
て
い
た
。
牛
の
体

を
洗
う
と
き
や
角
を
切
る
時
な
ど
に
は
、
鼻
の
高
さ
で
紐
を
つ
な
ぐ
こ
と

に
よ
っ
て
牛
の
い
た
ず
ら
を
防
止
し
た
。

　

ま
た
、
牛
を
つ
な
ぐ
綱
は
麻
で
作
ら
れ
る
な
ど
、
使
用
す
る
の
に
最
適

な
身
の
回
り
に
あ
る
植
物
を
利
用
し
て
き
た
。

　
「
牛
の
綱
な
ど
に
麻
縄
が
い
る
の
で
、
自
家
製
の
麻
を
作
っ
て
い
た
。

刈
り
取
っ
た
麻
を
池
に
つ
け
て
、
腐
ら
し
て
、
皮
が
と
け
る
頃
引
き
上
げ

て
、皮
を
池
の
側
で
し
ご
い
て
家
に
持
ち
帰
り
、縄
を
つ
く
っ
た
。（
七
四

歳
、
女
性
、
下
仰
木
番
号
34
）

三-

二
　
牛
の
エ
サ

　

牛
の
エ
サ
は
、
朝
・
夕
の
二
食
。
稲
わ
ら
・
干
し
草
を
主
に
、
麦
・
稗
・

粟
が
入
っ
た
煮
物
で
あ
っ
た
。
藁
や
干
し
草
を
細
か
く
切
り
、
牛
鍋
で
柔

ら
く
な
る
ま
で
炊
き
、
米
ぬ
か
を
混
ぜ
て
作
っ
た
。

家族同様に飼われていた仰木の牛（昭和32年・深田氏提供）
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「
農
家
は
玄
関
を
入
る
と
、
土
間
奥
に
か
ま
ど
が
あ
り
、
中
心
に
大
釜

さ
ん
、
大
き
な
鍋
が
掛
り
、
左
に
は
御
飯
用
鍋
、
右
に
は
牛
鍋
が
掛
け
て

あ
り
ま
し
た
。（
七
九
歳
、
男
性
、
平
尾
、
番
号
１
）」
と
い
う
よ
う
に
、

人
間
と
同
じ
お
く
ど
さ
ん
（
か
ま
ど
）
で
、
牛
の
エ
サ
が
作
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、「
牛
に
餌
を
や
り
、
そ
の
後
家
族
が
食
事
に
つ
い
た
。（
六
二
歳
、

男
性
、
下
仰
木
、
番
号
54
）」
と
あ
り
、
牛
が
家
族
同
様
に
労
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

牛
の
エ
サ
で
あ
る
干
し
草
は
、「
牛
の
冬
用
の
餌
の
た
め
、
夏
に
干
草

を
た
く
さ
ん
作
っ
て
い
た
。
家
の
敷
地
内
で
干
し
て
い
た
匂
い
が
開
け
っ

放
し
の
家
の
中
ま
で
充
満
し
て
い
た
。（
七
二
歳
、
男
性
、
下
仰
木
、
番

号
41
）」
と
い
う
よ
う
に
、
夏
に
刈
り
取
り
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、「
牛

の
エ
サ
の
確
保
の
た
め
、
堅
田
方
面
の
草
を
競
っ
て
買
い
付
け
、
時
に
は

草
の
刈
り
取
り
を
巡
っ
て
小
競
り
合
い
が
生
じ
た
こ
と
」［
註
２
］
も
あ
っ
た
。

三-

三
　
子
供
た
ち
の
仕
事

　

毎
日
の
牛
の
エ
サ
の
確
保
は
大
変
で
あ
っ
た
。
牛
を
エ
サ
場
の
草
地
に

連
れ
て
い
き
エ
サ
を
食
べ
さ
せ
た
り
、
庭
で
牛
の
体
を
洗
う
な
ど
、
子
供

た
ち
が
牛
の
仕
事
を
担
っ
て
い
た
。

　
牛
の
え
さ
の
草
刈
を
学
校
か
ら
帰
宅
後
毎
日
し
て
い
た
。（
七
五
歳
、

女
性
、
上
仰
木
、
番
号
１
７
４
）
／
朝
仕
事
に
牛
の
飼
料
用
の
草
刈
、
束

に
し
て
棒
に
突
き
刺
し
て
か
つ
い
で
帰
る
。（
七
六
歳
、
男
性
、
上
仰
木

番
号
１
５
８
）
／
小
学
生
の
頃
か
ら
牛
の
エ
サ
と
し
て
手
で
草
刈
り
を
し

た
こ
と
。
手
を
切
っ
た
り
、
草
を
刈
っ
て
い
る
何
と
も
言
え
な
い
音
や
感

触
を
覚
え
て
い
る
。（
六
七
歳
、
男
性
、
上
仰
木
、
番
号
86
）

第
四
章
　
売
り
買
い
さ
れ
る
牛  

四-

一
　
馬ば
く

喰ろ
う

　

仰
木
で
は
、
馬ば
く

喰ろ
う

と
呼
ば
れ
る
牛
の
仲
介
業
者
が
出
入
り
を
し
て
い
た
。

子
牛
を
但
馬
な
ど
か
ら
買
い
、
牛
を
飼
っ
て
い
る
家
に
貸
し
与
え
、
三
～

四
年
後
に
成
牛
を
賃
金
を
払
っ
て
引
き
取
り
、
ま
た
子
牛
を
置
い
て
い
く

と
い
う
委
託
飼
育
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
。
農
家
に
と
っ
て
重
要
な
現
金

収
入
で
あ
っ
た
。
馬
喰
は
、
牛
の
飼
育
方
法
や
、
種
付
け
の
方
法
、
病
気

の
対
応
も
行
い
、
日
常
的
に
地
域
に
出
入
り
を
し
て
い
た
。

ま
た
馬
喰
は
、
出
入
り
す
る
農
家
の
年
頃
の
娘
や
息
子
の
結
婚
相
手
探
し

も
し
て
お
り
、
仰
木
の
娘
は
働
き
者
の
た
め
よ
く
声
を
か
け
ら
れ
た
。
馬

喰
の
仲
人
で
他
所
の
農
家
と
結
婚
し
た
人
も
い
た
と
い
う
。

四-

二
　
品
評
会

　

毎
年
、
共
進
会
に
よ
る
畜
牛
の
等
級
を
決
め
る
牛
の
品
評
会
が
行
わ
れ

て
い
た
。
仰
木
小
学
校
の
運
動
場
に
百
頭
以
上
の
牛
が
集
め
ら
れ
、骨
格
・

肉
付
き
・
良
い
顔
・
性
格
な
ど
で
評
価
さ
れ
た
。
馬
喰
の
所
属
す
る
屋
号

や
名
前
が
書
か
れ
た
油ゆ

単た
ん

（
化
粧
布
団
）
を
着
せ
て
、
鼻
木
に
は
赤
か
紺

の
鮮
や
か
な
紐
を
か
け
て
牛
を
飾
っ
た
。
大
切
に
育
て
た
牛
が
一
級
に
選

ば
れ
る
こ
と
は
家
族
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
っ
た
。
級
が
つ
い
た
牛
は
高
値

で
売
れ
た
。
し
か
し
、
愛
情
を
か
け
て
育
て
た
牛
を
売
ら
ず
に
大
切
に
飼
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ワ
ラ
」
と
呼
ば
れ
る
一
角
に
て
行
わ
れ
る
。
以
前
は
、
牛
を
飼
う
家
が
竹

を
一
本
奉
納
し
そ
の
竹
で
神
輿
を
作
っ
た
。
牛
を
飼
っ
て
い
な
い
家
は
現

金
を
奉
納
し
た
。
余
っ
た
竹
は
、
竹
林
を
持
た
な
い
仰
木
の
住
民
に
販
売

し
、
青
年
会
の
活
動
資
金
と
な
っ
て
い
た
。
十
五
日
、
午
前
中
、
八
坂
神

社
で
は
湯
立
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
正
午
頃
、
東
光
寺
の
施
餓

鬼
法
要
が
終
わ
る
と
、
寺
の
鐘
が
数
回
鳴
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
合
図
に
、
マ

ム
シ
ワ
ラ
か
ら
子
供
会
に
よ
っ
て
笹
神
輿
が
渡
御
さ
れ
、
お
よ
そ
三
〇
〇

い
続
け
る
家
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　
「
牛
の
品
評
会
。
運
動
場
い
っ
ぱ
い
に
た
く
さ
ん
の
牛
が
並
び
品
評
会

が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
京
都
の
但
馬
牛
の
有
名
な
地
域
と
の
交
流
が
盛
ん

に
行
な
わ
れ
て
い
た
。（
八
八
歳
、
女
性
、
平
尾
、
番
号
１
８
５
）」

第
五
章
　
牛
の
祭
り  

五-

一
　
八
坂
神
社
の
笹
神
輿

　

仰
木
の
下
仰
木
地
区
に
は
、
牛
頭
天
皇
を
ま
つ
る
八
坂
神
社
が
あ
り
、

毎
年
八
月
十
四
日
、
十
五
日
に
は
牛
の
疫
病
払
い
の
「
笹
神
輿
ま
つ
り
」

（
通
称
：
牛
ま
つ
り
）
が
開
催
さ
れ
る
。
竹
と
笹
で
作
ら
れ
た
笹
神
輿
が

造
ら
れ
、
八
坂
神
社
ま
で
渡
御
し
、
牛
の
疫
病
を
諌
め
る
牛
頭
天
皇
社
に

神
輿
が
奉
納
さ
れ
る
。
祭
礼
の
起
源
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、「
あ
る
時
、

牛
の
病
が
流
行
っ
た
の
で
、
牛
の
好
き
な
笹
を
神
輿
に
仕
立
て
て
奉
納
し

た
の
が
始
ま
り
」［
註
２
］
と
さ
れ
て
い
る
。
十
五
日
の
午
前
中
に
は
飼
っ

て
い
る
牛
を
落
合
川
に
連
れ
て
行
き
洗
っ
た
と
い
う
。
か
つ
て
は
、
青
年

会
組
織
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
。
笹
神
輿
は
、
大
・
中
・
小
と
三
基
つ

く
り
、
大
き
い
方
か
ら
牛
頭
・
多
賀
・
八
幡
の
三
社
の
神
輿
と
さ
れ
て
い

た
。
現
在
の
祭
り
の
運
営
は
、「
下
仰
木
民
芸
保
存
会（
笹
神
輿
保
存
会
）」

が
行
い
、
下
仰
木
子
供
会
に
よ
り
神
輿
渡
御
が
実
施
さ
れ
、
笹
神
輿
は
一

基
と
な
っ
て
い
る
。［
註
３
］

　

以
下
、
平
成
二
〇
年
時
の
笹
神
輿
ま
つ
り
の
流
れ
を
記
す
。

　

八
月
十
四
日
、
笹
神
輿
の
制
作
が
、
下
仰
木
の
北
東
に
あ
る
「
マ
ム
シ

笹神輿の制作（2008年８月14日）
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メ
ー
ト
ル
離
れ
た
八
坂
神
社
に
向
か
う
。
笹
神
輿
の
後
ろ
に
は
、
サ
カ
キ

（
枝
ぶ
り
の
良
い
四
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
樫
の
枝
）
を
牛
に
見
立
て
て
引
き

ず
り
な
が
ら
後
に
続
く
。
八
坂
神
社
に
着
く
と
、
神
職
に
よ
る
神
輿
と
子

ど
も
達
の
お
祓
い
、
餅
ま
き
が
行
わ
れ
、
祭
り
が
終
了
す
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
は
、
湯
立
祭
り
の
様
子
は
、
牛
の
疫
病
除
け
で
も
あ

り
、
村
人
の
厄
除
け
の
祭
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
。

　
天
の
山
の
八
坂
神
社
で
湯
立
祭
が
行
わ
れ
、
釜
湯
に
巫
女
さ
ん
が
酒
を

注
ぎ
い
れ
、笹
で
そ
の
湯
を
跳
ね
飛
ば
し「
湯
が
か
か
る
と
病
気
を
せ
ん
」

と
か
云
う
て
皆
が
あ
り
が
た
が
っ
て
詣
る
の
で
あ
っ
た
。
釜
に
余
っ
た
湯

は
や
か
ん
等
に
も
ら
っ
て
帰
り
、「
牛
に
飲
ま
す
と
病
気
を
し
よ
う
ら
ん
」

と
云
う
て
、
欲
張
っ
て
も
ら
っ
て
き
た
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
家
族
の
者

も
い
た
だ
い
た
の
で
し
た
。（
八
三
歳
、
男
性
、
下
仰
木
、
番
号
72
）

五-

二
　
京
都
葵
祭
・
時
代
祭

　

京
都
の
三
大
祭
で
あ
る
葵
祭
や
、
時
代
祭
に
練
り
歩
く
牛
車
を
曳
く
牛

と
し
て
、
仰
木
の
牛
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。
葵
祭
の
牛
は
、
実
際
に
牛
車

を
曳
く
二
頭
と
交
代
用
の
二
頭
の
計
四
頭
の
牝
牛
が
必
要
で
、
牛
や
馬
の

調
達
に
あ
た
る
明
馬
会
に
よ
る
と
、
一
・
五
ト
ン
も
の
牛
車
を
曳
く
体
力

が
求
め
ら
れ
る
上
、
長
距
離
の
巡
行
で
も
暴
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
人
に

な
れ
調
教
さ
れ
て
い
な
い
と
務
ま
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
点
、
仰
木
の
牛

は
、
人
に
慣
れ
、
体
力
も
あ
り
、
ま
た
京
都
に
は
大
原
へ
運
搬
な
ど
で
行

き
来
を
す
る
な
ど
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
重
宝
さ
れ
て
い
た
。
祭
の
日

に
は
、
京
都
へ
出
向
き
、
牛
が
無
事
に
務
め
を
果
た
す
か
を
見
物
に
い
っ

た
と
い
う
。

結
び  

　

昭
和
三
〇
年
代
中
期
に
農
業
の
機
械
化
が
急
激
に
進
む
こ
と
で
役
牛
の

飼
育
は
急
速
に
減
少
し
、
現
在
仰
木
で
牛
を
飼
育
し
て
い
る
家
は
二
軒
と

な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
牛
に
関
わ
る
生
活
の
記
述
・
聞
き
取
り
を
描
く
こ

と
で
、
牛
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
人
々
の
社
会
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

ま
た
、
厳
し
い
自
然
の
中
で
資
源
を
循
環
さ
せ
て
営
み
に
努
め
て
き
た
農

民
の
暮
ら
し
を
描
く
こ
と
を
試
み
た
。

　

牛
は
、
役
牛
と
し
て
、
農
耕
や
運
搬
に
用
い
、
干
し
草
や
麦
な
ど
農
業

副
産
物
を
与
え
て
飼
育
を
し
、
委
託
さ
れ
肥
育
し
た
牛
は
現
金
収
入
と
な

り
、
こ
の
時
代
の
持
続
的
な
自
給
自
足
の
農
業
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
牛
は
、
厳
し
い
生
活
を
協
働
す
る
一
員
と
し
て
、

家
族
の
よ
う
に
手
厚
く
扱
わ
れ
、
疫
病
払
い
な
ど
の
祭
事
も
執
り
行
わ
れ

る
な
ど
、
生
活
の
側
で
大
き
な
「
命
」
を
扱
う
こ
と
が
心
の
通
っ
た
豊
か

な
結
び
つ
き
を
生
み
出
し
て
き
た
。

　

牛
と
人
の
暮
ら
し
を
読
み
解
く
こ
と
で
、
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
型
の

暮
ら
し
を
追
い
求
め
る
中
で
、
切
り
捨
て
て
き
た
優
れ
た
素
材
や
技
術
、

豊
か
な
暮
ら
し
の
知
恵
や
自
然
観
を
振
り
返
り
、「
命
」
や
「
豊
か
さ
」

の
意
味
を
見
直
す
こ
れ
か
ら
の
生
き
る
指
針
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。

　

ま
た
、
調
査
の
課
題
と
し
て
は
、
仰
木
に
現
存
す
る
農
耕
具
な
ど
民
具
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の
調
査
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
周
辺
集
落
な
ど
と
の
流
通
に
関
す
る
調

査
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
だ
。
現
存
す
る
カ
ラ
ス
キ
や
ウ
マ
グ
ワ
な
ど
の

民
具
調
査
を
す
る
こ
と
で
、
江
戸
時
代
に
は
開
拓
さ
れ
て
い
た
広
大
な
棚

田
で
ど
の
よ
う
に
牛
を
扱
い
生
産
性
を
保
っ
て
い
た
の
か
を
調
べ
て
み
た

い
。
ま
た
、
隣
接
す
る
集
落
で
は
牛
で
は
な
く
馬
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

な
ど
の
伝
承
が
あ
り
、
牛
の
貸
し
借
り
な
ど
の
流
通
に
つ
い
て
な
ど
も
、

牛
を
扱
っ
て
い
た
方
に
お
聞
き
し
記
録
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。

参
考
資
料

　

・『
大
津
市
下
仰
木　

八
坂
神
社
の
笹
神
輿
』
杉
立
繁
雄

　

・『
ふ
る
さ
と
仰
木　

古
老
が
語
る
』（
発
行
：
仰
木
史
跡
会　

一
九
九 

四
年
）

　

・『
草
山
の
語
る
近
世
』
水
本 

邦
彦
（
発
行
：
山
川
出
版
社　

二
〇
〇 

三
年
）

　

・『
牛
と
農
村
の
近
代
史
：
家
畜
預
託
慣
行
の
研
究
』
板
垣 

貴
志
（
発

行
：
思
文
閣
出
版　

二
〇
一
四
年
）

　

・『
人
と
動
物
の
日
本
史
２
―
歴
史
の
な
か
の
動
物
た
ち
―
』
河
野
通

明
「
農
耕
と
牛
馬
」（
発
行
：
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
九
年
）

註
１
．
本
誌　

永
江
弘
之
著
「
生
活
文
化
と
聞
き
取
り
調
査
、
及
び
、
仰

木
ふ
る
さ
と
カ
ル
タ
制
作　

前
篇
」
Ｐ
25
～
72　

に
詳
し
く
掲
載
し

て
い
る
。

２
．『
大
津
市
下
仰
木　

八
坂
神
社
の
笹
神
輿
』
著
：
杉
立
繁
雄
よ
り

引
用

３
．
杉
立
繁
雄
氏
著
『
大
津
市
下
仰
木　

八
坂
神
社
の
笹
神
輿
』
に
よ

れ
ば
、「
笹
神
輿
ま
つ
り
」
は
、
か
つ
て
は
青
年
会
組
織
（
数
え

十
五
～
二
五
歳
、
若
衆
組
織
）
の
う
ち
、
十
五
～
十
七
歳
の
前
髪
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
四
年

に
前
髪
の
崩
壊
や
時
代
の
風
潮
も
あ
っ
て
一
時
中
断
さ
れ
た
が
、
昭

和
五
一
年
に
伝
統
的
な
行
事
が
途
絶
え
る
こ
と
を
危
惧
し
た
有
志
に

よ
り
ま
ず
一
基
が
復
活
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
地
元
で
は
昭
和

五
七
年
に
は
新
し
く
「
下
仰
木
民
芸
保
存
会
（
笹
神
輿
保
存
会
）」

が
結
成
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
前
髪
主
導
の
行
事
か
ら
、
現
行
の
保
存

会
お
よ
び
子
供
へ
の
行
事
と
移
っ
て
い
っ
た
と
あ
る
。
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