
農
村
の
娯
楽
と
し
て
生
ま
れ
た
　
　

馬
の
祭
典
「
お
祭
り
ば
ん
馬
」

　「
ば
ん
え
い
」を
漢
字
で
書
く
と「
輓

曳
」。「
輓
」
も
「
曳
」
も
荷
物
な
ど
を

ひ
く
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
北
海
道
の

開
拓
に
お
い
て
重
い
荷
を
ひ
き
、
農
耕

や
木
材
運
搬
な
ど
を
支
え
た
の
は
、
馬

た
ち
で
し
た
。
こ
う
し
た
馬
た
ち
は
、

人
を
乗
せ
る
「
乗
り
馬
」
に
対
し
、「
輓

き
馬
」「
輓
馬
（
ば
ん
ば
）」
と
呼
ば
れ
、

こ
れ
が
「
ば
ん
え
い
」
と
い
う
言
葉
の

由
来
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ば
ん
馬
を
競
わ
せ
る
ば
ん
え
い
競
走

は
、
北
海
道
で
厳
し
い
生
活
を
営
む
農

民
た
ち
の
娯
楽
と
し
て
誕
生
し
ま
し

た
。
二
頭
の
馬
を
つ
な
ぎ
、
綱
引
き
の

よ
う
に
ひ
っ
ぱ
り
合
っ
て
力
比
べ
を
さ

せ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
や
が
て
荷
馬

車
の
車
輪
を
歯
止
め
し
て
動
か
な
い
よ

う
に
し
、
人
を
何
人
乗
せ
て
ひ
い
た
か

で
力
を
競
い
合
っ
た
り
、
馬
の
値
段
を

決
め
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
の
よ
う
に
、
そ
り
の
上
に
重
い
も

の
を
載
せ
て
ひ
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
明
治
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
。
農

村
の
お
祭
り
と
し
て「
お
祭
り
ば
ん
馬
」

が
定
着
し
、日
頃
の
労
働
を
ね
ぎ
ら
い
、

家
族
で
楽
し
め
る
数
少
な
い
娯
楽
と
し

て
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ば
ん
え
い
競
走
は
馬
産
が
盛
ん
な
青

森
県
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

ち
ら
は
人
が
そ
り
に
乗
ら
ず
に
馬
の
口

を
取
り
、
ひ
い
た
り
追
っ
た
り
す
る
ス

タ
イ
ル
。
騎
手
が
そ
り
に
乗
っ
て
馬
を

操
る
の
は
北
海
道
独
自
の
も
の
で
す
。

こ
れ
は
開
拓
の
歴
史
の
中
で
農
業
技
術

を
伝
達
し
た
外
国
人
指
導
者
た
ち
が
、

馬
を
一
人
で
操
る
よ
う
に
と
教
え
た
技

術
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

戦
後
の
復
興
政
策
と
し
て
　
　
　

発
展
し
た
「
ば
ん
え
い
」

　
農
村
の
娯
楽
に
過
ぎ
な
か
っ
た
ば
ん

え
い
競
走
が
、
馬
券
を
発
行
す
る
競

馬
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

ば
ん
え
い
競
馬
の
始
ま
り

ば
ん
え
い
競
馬
の
ル
ー
ツ
は
、
お
祭
り
ば
ん
馬
。
北
海
道
の

開
拓
で
苦
楽
を
と
も
に
し
た
自
慢
の
馬
に
、
力
比
べ
を
さ
せ

た
の
が
始
ま
り
で
し
た
。

丸太を切り出す作業場では、１本の丸太を２頭の馬が引き合う
「ケツ引き」競技が余興として行われた。（写真／馬の資料館）
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の
は
戦
後
ま
も
な
く
の
こ
と
。
昭
和

二
十
一
年
（
一
九
四
六
年
）
に
公
布
さ

れ
た
地
方
競
馬
法
施
行
規
則
第
九
条
で

「
競
馬
の
種
類
は
駈
歩
、
速
歩
、
障
害
、

ば
ん
え
い
の
四
種
と
す
る
」
と
定
め
ら

れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

　
こ
の
時
、
ば
ん
え
い
が
競
馬
法
の
中

に
組
み
込
ま
れ
た
の
は
「
産
業
用
役
馬

の
能
力
増
進
」「
馬
産
の
奨
励
」、
そ
し

て
「
食
糧
増
産
」
の
た
め
で
も
あ
り
ま

し
た
。
前
年
の
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本

は
混
乱
の
中
に
あ
り
、
人
々
は
食
糧
難

に
あ
え
い
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
へ
軍
人

や
大
陸
か
ら
の
引
揚
者
が
続
々
と
帰
還

し
、
ま
す
ま
す
食
べ
る
も
の
が
不
足
し

ま
し
た
。
こ
の
食
糧
不
足
解
消
に
期
待

さ
れ
た
の
が
、
ば
ん
え
い
競
馬
だ
っ
た

の
で
す
。

　
馬
は
農
地
を
耕
し
、
馬
ふ
ん
は
肥
料

と
な
っ
て
地
力
を
高
め
ま
す
。
そ
の
馬

が
軍
馬
と
し
て
徴
用
さ
れ
て
激
減
し
て

い
た
当
時
、
ま
ず
馬
を
増
や
し
、
優
良

な
産
業
用
馬
を
育
て
る
こ
と
が
急
務
で

し
た
。
地
方
競
馬
が
開
催
さ
れ
れ
ば
、

新
た
な
馬
の
需
要
が
生
じ
ま
す
。
戦
時

中
は
軍
馬
生
産
に
心
血
を
注
ぎ
、
終
戦

と
と
も
に
目
標
を
失
っ
て
い
た
馬
産
農

家
に
と
っ
て
、
ば
ん
え
い
競
馬
の
開
催

は
希
望
の
光
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
う
し
て
昭
和
二
十
二
年
、
初
の
公

式
ば
ん
え
い
競
走
が
旭
川
と
岩
見
沢
で

各
二
日
間
、
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
は

ま
だ
公
営
で
は
な
く
、
主
催
は
北
海
道

馬
匹
組
合
連
合
会
で
し
た
が
、
世
界
で

も
類
を
見
な
い
「
ば
ん
え
い
」
が
、
競

馬
フ
ァ
ン
の
前
に
初
め
て
登
場
し
た
の

で
す
。

　
も
っ
と
も
、ふ
た
を
開
け
て
み
れ
ば
、

売
上
げ
は
今
ひ
と
つ
。
前
途
多
難
な
幕

開
け
で
し
た
。
で
す
が
、
同
様
に
公
式

ば
ん
え
い
を
始
め
た
青
森
県
で
は
、
三

年
間
の
短
命
で
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た

た
め
、
以
後
、
ば
ん
え
い
競
馬
は
北
海

道
の
独
壇
場
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

馬の力比べを描いた墨絵。（馬の資料館蔵）
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ばんえい競馬のバイブル
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かつては道内各地で開かれていたお祭りばん馬や草ばん馬大会。（写真／長澤和恵）

ばんえいのルーツである馬そりは、木材や、生活に欠かすことのできない
日用品の運搬に使われていた。（模型／馬の資料館）
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