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優
れ
た
子
牛
を
育
て
る
技
術
、
地
域
に
根
付
く
さ
ま
ざ
ま

な
牛
肉
の
食
べ
方
な
ど
、牛
肉
の
ま
ち
と
い
わ
れ
る
「
津
山
」

の
名
前
が
付
い
た
牛
を
育
て
よ
う
と
、
地
域
の
畜
産
農
家
な

ど
が
挑
戦
し
て
い
る
「
つ
や
ま
和
牛
」
の
取
り
組
み
。

　
平
成
28
年
の
初
出
荷
か
ら
４
年
目
を
迎
え
た
今
年
８
月
、

１
０
０
頭
目
を
出
荷
し
ま
し
た
。

　
ま
だ
ま
だ
数
の
少
な
い
希
少
な
牛
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
向
け

た
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。
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☎
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『明治十二年共武政表（下)』
（国立国会図書館ウェブサイトから転載）

犂〈牛鍬〉(津山弥生の
里文化財センター）

『新訂作陽誌』
（国立国会図書館ウェブサイトから転載）

和『西征紀行』
(個人蔵、
国立国会図
書館寄託）

和

江
戸
時
代
の
史
料
を
も
と
に
ま
と

め
直
さ
れ
た
地
誌
『
新
訂
作
陽

誌
』
に
は
、
牛
馬
を
取
り
引
き
す
る
一

宮
市い

ち

が
登
場
し
ま
す
。
中
山
神
社
（
一

宮
）
で
旧
暦
の
４
月
に
行
っ
て
い
た
御

田
植
え
祭
に
合
わ
せ
て
開
か
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
や
も
の
が
集
ま
り
、
賑に

ぎ

わ
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。

　
農
耕
や
荷
物
の
運
搬
な
ど
に
利
用
さ

れ
る
牛
は
、
庶
民
の
生
活
に
は
欠
か
せ

な
い
貴
重
な
労
働
力
と
し
て
取
り
引
き

さ
れ
、
そ
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
江
戸
時
代
末
期
、
禁
止
さ

れ
て
い
た
牛
肉
を
食
べ
た
と
記
録
が
残

る
津
山
出
身
の
人
が
い
ま
す
。

　
津
山
藩
医
で
洋
学
者
の
箕み

作つ
く
り

阮げ
ん

甫ぽ

は
、

ロ
シ
ア
使
節
と
の
交
渉
で
長
崎
に
出
張

し
た
際
の
日
記
『
西
征
紀
行
』
で
、
嘉

永
７
年
（
１
８
５
４
）
の
１
月
５
日
に

ロ
シ
ア
か
ら
送
ら
れ
た
牛
肉
を
犂す

き

（
農

機
具
）
で
煮
て
飲
酒
し
た
と
記
録
し
て

い
ま
す
。
日
記
に
は
、
豚
肉
を
食
べ
た

こ
と
な
ど
も
書
い
て
あ
り
、
西
洋
諸
国

の
習
慣
や
肉
の
栄
養
な
ど
、
食
べ
る
こ

と
に
よ
る
効
能
を
知
っ
て
い
た
の
か
、

阮
甫
が
抵
抗
な
く
肉
を
食
べ
て
い
る
様

子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
明
治
時
代
に
な
る
と
、
国
を
強
く
す

る
た
め
の
国
策
と
し
て
西
洋
文
化
が
奨

励
さ
れ
、
肉
を
食
べ
る
食
文
化
が
庶
民

の
間
で
も
少
し
ず
つ
広
ま
っ
て
い
き
ま

す
。

　
そ
の
よ
う
な
中
、
明
治
が
始
ま
っ
て

ま
だ
間
も
な
い
明
治
12
年（
１
８
７
９
）

に
陸
軍
参
謀
局
が
ま
と
め
た
『
共
武
政

表
（
下
）』
で
は
、
美
作
国
西
北
條
郡

津
山
市
街
と
東
南
條
郡
川
崎
村
（
現
在

の
津
山
市
）
の
主
要
な
物
産
と
し
て
、

す
で
に
牛
肉
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
記
録
な
ど
か
ら
、
津
山

で
は
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て

い
た
時
代
か
ら
、
牛
肉
を
食
べ
る
食
文

化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

津
山
の
名
が
付
く
牛
を
育
て
た
い

和
牛
の
９
割
を
占
め
る
黒
毛
和
種

（
牛
の
種
類
）。
三
大
血
統
と
い

わ
れ
る
田
尻
・
気
高
・
藤
良
の
う
ち
、

藤
良
の
系
統
は
津
山
地
域
が
起
源
と
さ

れ
ま
す
。

　
地
域
で
育
っ
た
子
牛
を
、
全
国
の
肥

育
農
家
が
買
い
付
け
、
各
地
で
育
て
ら

れ
て
有
名
な
ブ
ラ
ン
ド
牛
に
な
る
。
津

山
は
優
れ
た
子
牛
を
育
て
る
技
術
を
持

っ
た
農
家
が
多
い
地
域
で
す
。
し
か
し
、

い
く
ら
優
れ
た
子
牛
で
も
、
出
荷
さ
れ

て
他
の
地
域
で
育
て
ら
れ
る
と
、
津
山

の
名
称
は
表
に
出
て
き
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
津
山
に
は
食
肉
処
理
セ
ン
タ

ー
が
あ
り
、
手
間
の
か
か
る
牛
の
内
臓

処
理
を
素
早
く
で
き
る
技
術
が
あ
る
た

め
、
新
鮮
で
お
い
し
い
ホ
ル
モ
ン
を
入

手
で
き
ま
す
。
他
の
地
域
に
は
見
ら
れ

な
い
干
し
肉
や
ヨ
メ
ナ
カ
セ
、
そ
ず
り

肉
な
ど
独
特
の
食
肉
文
化
も
根
付
い
て

い
ま
す
。

　
歴
史
的
に
も
牛
と
関
わ
り
の
深
い
津

山
で
、
優
秀
な
子
牛
を
地
元
に
残
し
て

育
て
、
地
域
の
名
称
が
付
い
た
「
つ
や

ま
和
牛
」
と
し
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
だ

け
で
な
く
、
津
山
を
訪
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
人
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
。
平
成

17
年
か
ら
畜
産
に
関
わ
る
団
体
な
ど
で

協
議
会
を
設
置
し
て
研
究
を
開
始
し
、

平
成
26
年
に
「
つ
や
ま
和
牛
」
の
肥
育

を
始
め
ま
し
た
。

　
現
在
、
９
戸
の
畜
産
農
家
が
「
つ
や

ま
和
牛
」
の
肥
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

歴
史
文
献
に
登
場
す
る
津
山
と
牛

歴
史
文
献
に
登
場
す
る
津
山
と
牛

生産者部会事務局（ＪＡ晴れの国
岡山 営農部畜産課津山事務所 所
長代理）正木英登さん

俄お
ろ
し
あ

羅
斯
よ
り
上
れ
る
牛
肉
を
、

余
輩
の
た
め
に
松
前
の
犁す

き

（
犂
）

に
て
烹に

て
一
盃
を
進
む

馬
駒
犢こ

う
し

牛
之
類

爭
以
交
易


