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東
北
・
関
東
地
方
は
古
く
か
ら
馬
の

産
地
と
し
て
有
名
で
し
た
。
出
羽
の
国

と
呼
ば
れ
た
秋
田
県
も
中
世
の
頃
か
ら

屈
指
の
馬
産
県
と
し
て
全
国
に
名
が
知

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

八
世
紀
半
ば
頃
、
高
清
水
丘
陵
に
築

か
れ
国
府
が
置
か
れ
た
秋
田
城
。
平
成

二
年
の
発
掘
調
査
で
、
祭さ
い

祀し

に
使
わ
れ

て
い
た
と
さ
れ
る
当
時
の
絵
馬
が
出
土

し
ま
し
た
。
奈
良
・
平
安
時
代
の
秋
田

の
人
た
ち
は
、
ど
ん
な
願
い
を
絵
馬
に

こ
め
て
奉
納
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
田
畑
の
農
作
業
で
も
、
今
の

よ
う
に
機
械
が
普
及
す
る
前
は
、
馬
の

力
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
米
の
国

秋
田
の
農
業
の
発
展
に
も
大
き
く
貢
献

し
て
く
れ
た
の
で
す
。
農
家
で
は
、
馬

は
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
飼
わ
れ
、
玄

関
を
入
る
と
す
ぐ
の
場
所
に
馬
屋
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
馬
屋
は
日
当
た
り
・

風
通
し
の
よ
い
方
向
に
作
ら
れ
、
馬
が

と
て
も
大
切
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
馬
屋
入
口
の
柱
に
は
神
棚

を
置
き
、
馬
屋
神
と
呼
ば
れ
る
守
護
神

を
祭
る
風
習
も
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
馬
の
守
護
神
と
し
て
、
広
く
信

仰
さ
れ
た
も
の
に
、馬
頭
観
音
が
あ
り
ま

す
。馬
の
頭
を
頭
上
に
頂
い
た
観
世
音
菩

薩
で
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
碑
や
塔
な
ど

が
、
今
も
市
内
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
は
も
う
、
馬
が
農
作
業
を
手
伝
う

光
景
を
目
に
す
る
機
会
が
な
く
な
り
ま

し
た
が
、
童
っ
子
の
雪
ま
つ
り
の
馬
そ

り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
馬
と
触
れ
合
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

馬
は
記
憶
力
が
良
く
、
一
度
覚
え
た

こ
と
は
な
か
な
か
忘
れ
ま
せ
ん
。
親
し

み
を
こ
め
て
愛
情
第
一
で
接
す
る
の
が

一
番
だ
そ
う
で
す
。
馬
も
人
も
同
じ
な

ん
で
す
ね
。
午
年
の
今
年
、「
相
手
へ

の
気
づ
か
い
」、
こ
れ
を
一
年
の
目
標

に
し
て
み
る
の
も
い
か
が
で
し
ょ
う
。

今
年
の
干
支
は
「
午う

ま

」。

馬
と
人
と
の
付
き
合
い
に
は
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

農
作
業
で
働
く
馬
、
重
い
荷
物
を
運
ぶ
馬
…
。
お
だ
や
か
で

人
な
つ
こ
い
性
格
は
私
た
ち
も
見
習
う
べ
き
、
か
な
？

仁井田の馬頭観音 上北手の馬頭観音像
（頭部に馬の顔が）

上新城の馬頭観音

強
い
絆
深
い
縁

秋田城跡から発掘された中世の
絵馬を書き写した図

馬
は
大
事
な
家
族
の
一
員

相
手
へ
の
気
づ
か
い
を
大
切
に
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