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常
勤
で
勤
務
し
て
い
る
、
入
井
て
る
子
さ

ん
。説

明
に
よ
る
と
、
こ
の
史
料
館
は
藤
崎

家
当
主
の
源
之
助
と
い
う
人
物
が
、
蔵
に

保
管
さ
れ
て
い
た
牧
士
に
関
す
る
資
料
な

ど
を
、
広
く
一
般
に
公
開
展
示
す
る
た
め

に
、
財
団
法
人
と
し
て
昭
和
58
年
に
設
立

し
た
も
の
。
主
に
、
佐
倉
牧
を
調
べ
て
い

る
専
門
家
や
学
生
た
ち
が
文
献
を
調
べ
に

訪
れ
る
と
い
う
。

藤
崎
源
之
助
家
は
本
家
６
代
が
分
家

し
、
天
保
４
年
（
１
８
３
４
年
）
か
ら
牧

士
を
世せ

襲
し
ゆ
う
し
た
い
わ
れ
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
１
階
の
フ
ロ
ア
ー
に

は
、
当
家
が
代
々
収
集
し
た

美
術
工
芸
品
や
近
世
地じ

方か
た

文
書

も
ん
じ
よ

な
ど
が
保
管

さ
れ
、
ま
た
、
２
階
に

は
、
佐
倉
牧
の
取
香
牧

と
つ
こ
う
ま
き

に
関
す
る
貴
重
な
資
料
、
例

え
ば
、
牧
士
装
し
よ
う

束ぞ
く

・
馬
具
・

由
緒
ゆ
い
し
よ

書が

き
・
古
文
書
な
ど
が
展

示
さ
れ
、
そ
の
内
41
点
が
県
の
文

化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
。

【
藤
崎
牧
士
史
料
館
・
沿
革
】

私
は
初
め
、「
牧
士
」
を
「
マ
キ
シ
」

と
読
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
正
し
く

は
「
モ
ク
シ
」
と
読
む
そ
う
だ
。

そ
の
よ
う
な
、
基
本
か
ら
て
い
ね

い
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
こ
の
史
料
館
に
非

一
路
、
久
能
地
区
へ

【（財）藤崎牧士史料館：開館日は毎週火・水・土・日曜日

富里町久能583－4 1(21258】

下
総
牧
野
馬
執
の
図

（
成
田
名
所
図
絵
よ
り
）
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【
牧
の
確
立
】

も
と
も
と
、
千
葉
県
は
歴
史
的
に
古
墳

時
代
か
ら
馬
と
ゆ
か
り
の
あ
る
地
だ
っ
た

が
、
下
総
の
牧
が
次
第
に
確
立
さ
れ
て
き

た
の
は
、
天
正
11
年
（
１
５
８
３
）、
相

模
の
北
条
氏
康
が
千
葉
常
胤
つ
ね
た
ね

に
命
じ
て
つ

く
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

千
葉
氏
滅
亡
後
の
天
正
18
年
（
１
５
９

０
）、
徳
川
家
康
が
関
東
に
入
る
と
、
そ

れ
ら
は
、
小こ

金が
ね

牧ま
き

・
佐
倉
牧
と
呼
び
名
を

変
え
、
ま
た
、
牧
の
直
接
の
管
理
を
行
う

役
人
は
「
牧
士
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
し
て
、
佐
倉
牧
を
、
油
田
あ
ぶ
ら
た

牧ま
き

、
矢
作
や
は
ぎ

牧ま
き

、
取
香
牧

と
つ
こ
う
ま
き

、
高こ
う

野や

牧ま
き

、
内う
ち

野の

牧ま
き

、
柳
や
な
ぎ

沢さ
わ

牧ま
き

、
小
間
子

お

ま

ご

牧ま
き

の
７
つ
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
を
管
理
さ
せ
て
い
た
。

徳
川
幕
府
の
体
制
が
確
立
さ
れ
る
頃
、

本
格
的
に
牧
が
整
備
さ
れ
た
の
に
は
理
由

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
慶
長
19
年
（
１
６
１
４
）
の

大
阪
冬
の
陣
、
元
和
２
年
（
１
６
１
６
）

の
大
阪
夏
の
陣
を
控
え
た
徳
川
幕
府
に
と

っ
て
、
軍
馬
の
生
産
は
重
要
か
つ
緊
急
を

要
す
る
課
題
で
あ
っ
た
た
め
だ
。

幕
府
直
轄

ち
ょ
っ
か
つ
の
牧
場
と
し
て
経
営
さ
れ
た

牧
は
そ
の
後
、
享
き
よ
う
保ほ

７
年
（
１
７
２
２
）、

８
代
将
軍
、
徳
川
吉
宗
は
代
官
・
小
宮
山

杢
進

も
く
の
し
ん
に
命
じ
、
牧
士
の
増
員
や
経
営
形

態
を
変
え
る
な
ど
の
改
革
を
行
っ
た
。

ま
た
、
管
理
の
実
権
は
江
戸
の
野
馬
役

所
が
握
り
、
牧
士
は
名
字
み
よ
う
じ

・
帯
刀
た
い
と
う

、
乗
馬

慶け
い

長
ち
よ
う

元げ
ん

和わ

の
「
大
阪
の
陣
」

「みなさんのご来場をお待ちしています。」と、

入井てる子さんと小林特派員から。

牧士が使用したとされる鐙
あぶみ

や鞍
くら

、鞍につけ牧士と将棋の駒になぞらえた旗印など、

藤崎牧士史料館には、数々の所蔵品が展示されている。

を
許
さ
れ
、
村
名
主
よ
り
も
、
そ
の
地
位

は
上
に
位
置
付
け
ら
れ
た
が
、
俸
禄
ほ
う
ろ
く

は
さ

ほ
ど
高
く
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

牧
士
は
原
則
と
し
て
世
襲
制

せ
し
ゆ
う
せ
い

で
、
牧
士

見
習
か
ら
親
の
老
衰
ろ
う
す
い

、
病
気
、
死
亡
な
ど

に
よ
っ
て
、
家か

督と
く

を
代
々
継
い
だ
と
さ
れ

て
い
る
。

【
牧
士
と
村
々
の
協
力
】

し
か
し
、
牧
の
管
理
は
牧
士
一
人
で
行

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

牧
士
以
下
、
牧
士
並
、
牧
士
見
習
、
馬

医
な
ど
が
幕
府
か
ら
任
命
さ
れ
、
牧
に
隣

接
す
る
２
１
０
か
村
の
野の

付
村
々

つ
け
む
ら
む
ら

と
の
連

絡
や
交
渉
は
牧
士
の
分
担
に
よ
っ
て
行

い
、
各
牧
の
共
通
事
業
や
変
更
な
ど
が
あ

っ
た
場
合
は
、
牧
士
全
員
が
協
議
を
し
て

い
た
と
も
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
牧
士
は
月
数
回
は
必
ず
牧
内
の

見
ま
わ
り
を
し
て
、
馬
の
生
育
管
理
に
も

努
め
て
い
た
。

し
か
し
、
半な
か

ば
野
生
と
し
て
飼
わ
れ
た

馬
は
、
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
餌え

付づ
け

な
ど
は
さ
れ
ず
に
自
然
環
境
の
中
で
春
秋

に
は
青
草
を
、
秋
冬
に
は
枯
草
を
食は

み
、

牧
場
内
の
樹
木
に
よ
っ
て
寒
暑
を
し
の

ぎ
、
自
然
の
繁
殖
を
営
ん
で
い
た
。

牧
士
は
こ
れ
ら
の
野
馬
が
、
よ
り
良
い

生
育
を
す
る
た
め
に
、
村
々
に
協
力
を
求

め
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
づ
く
り
を
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

馬
の
育
成
と
環
境
づ
く
り
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災
の
起
こ
り
や
す
い
環
境
に
変
わ
る
。

「
野
火
止

の

び

ど

め
」
と
呼
ば
れ
る
山
火
事
を

防
ぐ
こ
と
も
重
要
視
さ
れ
た
。
そ
れ
は
飼

料
で
あ
る
枯
草
を
守
る
と
い
う
意
味
で
も

あ
っ
た
。

ま
た
、
野
馬
が
牧
か
ら
で
な
い
よ
う
に

作
ら
れ
た
木
戸
が
あ
っ
た
場
所
は
、
現
在

も
「
新
木
戸
」「
中
木
戸
」
な
ど
の
地
名

が
残
っ
て
い
る
。

【
春
・
人
々
と
馬
を
守
る
】

広
漠
た
る
原
野
の
牧
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
鳥
獣

ち
よ
う
じ
ゆ
う

が
い
た
。
そ
の
た
め
、
春
の

「
犬
防
い
ぬ
ふ
せ

ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
野
馬
の
出
生
の

保
護
は
最
大
の
任
務
。鉄
砲
で
の
射
殺
や
、

落
と
し
穴
を
つ
く
る
な
ど
を
し
て
外
敵
か

ら
仔
馬
を
守
る
。

ま
た
、
野
馬
が
村
の
田
畑
の
作
物
を
荒

さ
ぬ
よ
う
、
土
手
（
Ｐ
12
参
照
）
な
ど
の

修
復
作
業
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

【
夏
・
役
人
と
村
人
の
間
】

江
戸
野
馬
役
人
二
人
が
、
約
10
日
間
か

け
て
佐
倉
七
牧
を
す
べ
て
行
っ
た
と
さ
れ

る
「
夏な
つ

見み

ま
わ
り
」。

そ
れ
は
、
春
に
出
生
し
た
当
歳
と
う
ざ
い

馬ば

の
観

察
や
、秋
に
行
わ
れ
る
捕
馬
と
り
う
ま

の
準
備
な
ど
。

ま
た
、
村
々
か
ら
の
請
願
の
実
地
見
分
や

牧
全
体
の
運
営
を
見
る
こ
と
な
ど
、
牧
士

は
そ
の
案
内
人
と
し
て
の
役
目
も
担
っ
て

い
た
。

【
秋
・
最
大
行
事
の
捕
馬
】

田
植
え
と
麦
刈
り
が
終
わ
っ
た
、
旧
暦

の
７
月
末
か
ら
８
月
に
約
40
〜
50
日
前
後

の
期
間
行
う
。
主
に
２
、
３
歳
馬
を
捕
獲

し
幕
府
や
佐
倉
藩
へ
献
上
す
る
。
ま
た
、

庶
民
に
払
い
下
げ
る
な
ど
も
し
た
。

捕
馬
が
終
わ
る
と
、
残
っ
た
馬
の
数
を

調
べ
、
そ
れ
を
野
馬
役
所
へ
届
け
、
翌
年

の
野
馬
の
管
理
・
増
産
の
参
考
と
し
た
。

【
冬
・
次
の
季
節
を
待
つ
】

原
野
は
冬
に
な
る
と
枯
野
と
な
り
、
火

野
馬
追
う
牧
士
た
ち

野
馬
捕
り
図
絵
（
年
代
不
祥
）
富
里
町
中
央
公
民
館
所
蔵

佐倉牧では毎年、夏から秋にかけて勇壮な「野馬捕り」が行われました。放牧されて

いる3,000頭を超える野馬を、捕込
とつこめ

に追い込んで捕えるもので、江戸の野馬役人、牧士、

勢
せ

子
こ

廻
まわ

し、捕
ほ

手
しゆ

、綱掛
あみかけ

ら総勢約500人が参加し、全行程で40日以上を要しました。

馬に乗った牧士が真っ先に立ち、野馬を追います。更に、野馬を追う勢子は野
の

付村々
つけむらむら

から賦
ふ

役
えき

で差し出された農民で、手には竹棒を持ち、ときの声をあげ捕込場に追いたて

るさまは、さながら合戦のようであったと言われています。

小分けに分けられた後、種馬、牝馬、幼馬を選
え

り分け、焼印のないものは馬の尻にそ

の牧の焼印をして野に帰します。そして２、３歳馬、約200頭を酒々井町の野馬会所

（市場）へ率いて、農耕馬、役馬としてセリ市にかけられることになります。また、捕

らえた馬のうち、２頭は江戸の野馬役所に、10頭は佐倉城主へ献上するのが恒例とな

っていました。セリの残りの馬は農民に売り渡されていましたが、その価格は慶応年間

では20～30両に高騰
こうとう

しています。これは幕末の動乱期に入って、馬の需要が増えたた

めと考えられています。

佐倉七牧と馬の焼印
油田牧・三日

み か

月
づき

（佐原市の一部　栗源町岩部・上の台付近）

矢作牧・矢
や

羽
ばね

（大栄町・成田市東北部）

取香牧・扇地紙
おおぎじがみ

（成田市取香・三里塚・芝山町岩山付近）

高野牧・蕨手
わらびて

（富里町高野・十倉付近）

内野牧・亀甲
きつこう

（富里町七栄・成田ニュータウン付近）

柳沢牧・団扇
うちわ

（八街市大関付近）

小間子・分銅
ふんどう

（八街市四木付近）

佐倉牧は千葉、山武、印旛、香取の４郡にまたが

り、野付村々は210か村を超え、面積は17,720ヘ

クタールで、富里町の約3.3倍です。また、佐倉牧

は７つに分かれており、そのうち、柳沢牧、高野牧、

内野牧の３牧は幕府から佐倉城主が管理を任されて

いました。残りの４牧は、御厩役所
ごきゆうやくしよ

の綿貫氏が責任

者となり、酒々井町に野馬会所を置いて、その管理

をしていたとされています。

※（ ）内の地名の由来はＰ13参照

～野馬から競走馬に至る歴史の風～

将棋駒柄の牧士羽織
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今
は
木
々
に
覆お
お

わ
れ
、
は
っ
き
り
と
し

た
形
は
見
て
取
れ
な
い
が
、
き
れ
い
に
整

除
す
れ
ば
、
日
本
一
の
保
存
状
態
の
良
い

遺
物
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

「
牧
と
牧
士
」
の
歴
史
は
、
幕
末
の
大た
い

政
奉
還

せ
い
ほ
う
か
ん

の
後
、
明
治
４
年
（
１
８
７
１
）

に
佐
倉
七
牧
を
印
旛
県
が
引
き
継
き
、
そ

の
４
年
後
、
明
治
政
府
は
富ふ

国こ
く

強
き
よ
う

兵へ
い

策

か
ら
近
代
牧
畜
の
推
進
を
図
る
目
的
で
、

取
香
牧
（
現
成
田
市
と
富
里
町
の
一
部
）

に
下
総
牧
羊
場
と
取
香
種
畜
場
（
後
の
下

総
御
料
牧
場
）
と
し
て
新
た
な
「
馬ば

産さ
ん

」

の
歴
史
を
築
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
１
つ
は
、
町
の
い
た
る
所
に
あ
る

「
野
馬
土
手
」。
一
見
す
る
と
、
た
だ
の
土

手
で
あ
る
が
、
高
さ
は
１
ｍ
か
ら
高
い
も

の
は
３
ｍ
近
い
も
の
も
あ
る
。

そ
し
て
も
う
１
つ
は
「
捕
込
と
つ
こ
め

」
と
呼
ば

れ
る
、
野
馬
捕
り
の
際
に
馬
を
閉
じ
こ
め

る
た
め
の
囲
い
。
現
在
、
工
業
団
地
が
あ

る
高
野
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
そ
ば
に
は
、
こ
の

捕
込
が
人
知
れ
ず
存
在
し
て
い
る
。

【
牧
か
ら
御
料
牧
場
へ
】

富
里
町
の
地
図
を
開
く
と
「
駒こ
ま

走
ば
し
り

」

「
駒
詰
こ
ま
づ
め

」「
野
馬
木
戸

の

ま

き

ど

」「
古
込
ふ
る
ご
め

」
と
い
っ
た
、

馬
に
由
来
す
る
小こ

字あ
ざ

名め
い

が
あ
る
こ
と
に
気

づ
く
。
こ
れ
ら
は
当
時
、
こ
の
地
に
牧
が

存
在
し
た
と
い
う
名
残
を
示
す
も
の
だ
。

ま
た
、
私
た
ち
が
住
む
富
里
に
は
、
実

は
身
近
な
と
こ
ろ
に
も
、
牧
の
面
影
を
見

現
在
に
生
き
続
け
る
も
の

江
戸
時
代
に
お
け
る
幕
府
直
轄
の
牧
に

は
、
小
金
牧
と
佐
倉
牧
の
ほ
か
に
、
安
房

国
（
現
千
葉
県
南
部
）
の
嶺
岡
み
ね
お
か

牧
と
、
駿

河
国
（
現
静
岡
県
）
の
愛
鷹
あ
し
た
か

牧
の
合
計
４

つ
の
牧
が
あ
り
ま
し
た
。

８
代
将
軍
吉
宗
は
、
積
極
的
に
牧
の
経

営
に
乗
り
出
し
、
享
保
改
革
の
一
環
と
し

て
、
小
金
、
佐
倉
、
嶺
岡
の
３
つ
の
牧
の

経
営
に
積
極
的
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、

吉
宗
は
佐
倉
七
牧
を
、
佐
倉
藩
と
野
馬
奉

行
の
２
つ
の
部
署
に
任
せ
、
競
争
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
良
い
成
果
を
生
も
う
と

い
う
考
え
を
基
本
に
持
っ
て
い
た
よ
う
で

す
。牧

士
制
度
の
始
ま
り
は
、
慶
長
19
年
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
幕
府
が
宝

暦
５
年
（
１
７
５
５
）
11
月
に
、
牧
士
に

由
緒
書
き
を
提
出
さ
せ
る
の
で
す
が
、
そ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
年

は
大
阪
冬
の
陣
が
あ
っ
た
の
で
、
牧
士
が

互
い
に
し
め
し
合
わ
せ
て
、
由
緒
書
き
を

作
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

私
の
推
論
で
は
、
佐
倉
牧
の
佐
倉
藩
か

ら
幕
府
へ
の
移
行
は
、
寛
文
か
ん
ぶ
ん

元
年
（
１
７

６
２
）
と
考
え
て
い
ま
す
。
万ま
ん

治じ

３
年
11

月
に
佐
倉
藩
主
、
堀
田
正
信
が
領
地
11
万

石
を
没
収
さ
れ
、
弟
の
飯
田
藩
主
、
脇
坂

安
正
に
召
し
預
け
の
身
と
な
り
ま
す
。
そ

の
翌
年
、
寛
文
元
年
に
初
め
て
、
牧
士
が

公
に
任
命
さ
れ
、
幕
府
か
ら
手
当
て
を
支

給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

牧
に
生
育
し
て
い
た
馬
は
、
自
然
繁
殖

に
よ
る
馬
で
、
谷
津
田

や

つ

だ

に
は
馬
の
水
飲
み

場
と
な
る
沸
き
水
が
あ
り
、
雪
が
降
っ
た

と
き
な
ど
に
、
少
量
の
藁わ
ら

を
ま
き
、
旱
魃
か
ん
ば
つ

で
沸
き
水
が
枯
れ
た
と
き
に
、
桶
を
置
い

て
水
の
確
保
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
野
馬
捕
り
は
重
要
な
年
中
行
事

で
、
一
番
調
教
に
向
い
て
い
る
３
歳
馬
を

中
心
に
、
捕
ら
え
て
い
ま
す
。
野
馬
を
追

い
込
む
「
捕
込
」
は
普
通
３
つ
の
区
画
か

ら
な
っ
て
い
て
、

今
、
房
総
で
一
番

し
っ
か
り
し
た
形

で
残
っ
て
い
る
捕

込
は
、
富
里
町
の

高
野
に
あ
る
も
の

で
す
。
昔
、
牧
士

や
勢
子
人
足
が
野

馬
を
追
い
込
ん
だ

当
時
の
ま
ま
の
捕

込
と
思
っ
て
い
い

で
す
よ
。

千
葉
県
の
指
定

に
な
る
ほ
ど
の
重

要
な
史
跡
だ
と
思

い
ま
す
。

か
つ
て
は
、
成
田
市
取
香
（
矢
作
牧
）

に
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
成
田
空
港
建
設

で
立
派
な
遺い

構こ
う

が
、
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
捕
込
を
町
で

も
、
ぜ
ひ
き
ち
ん
と
保
存
す
る
こ
と
を
、

考
え
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

【七栄
の野馬

土手：
身近な

ところ
にある

牧の名
残。

ちなみ
に、小

林特派
員の身

長は15
8ｃｍ】昔のままの形で、高野に残る貴重な「捕込」

これは、町でもぜひ保存を考えて欲しいものです。

大谷 貞夫 教授

野
馬
捕
図
（
小
間
子
牧
）

（
川
島
亥
良
氏
所
蔵
）

高
野
牧
の
捕
込
も
小
間
子
牧
と
同
じ
く
３
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。


