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は
じ
め
に

❶
石
垣
の
請
負
と
石
船

❷
土
方
の
請
負
と
砂
船

❸
作
業
現
場
で
の
労
働
編
成

お
わ
り
に

　

萩
藩
領
の
瀬
戸
内
沿
岸
部
で
は
、
近
世
後
期
に
か
け
て
も
さ
か
ん
に
新
田
開
発
（
開
作
）
が
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
普
請
に
か
か
わ
っ
た
労
働
力
に
つ
い
て
は
以
前
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
り
、
瀬

戸
内
一
帯
を
移
動
す
る
請
負
人
と
そ
れ
に
率
い
ら
れ
た
石
船
、
そ
し
て
現
地
で
普
請
を
管
轄
す
る
石

頭
と
い
う
業
者
と
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
を
の
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
論
は
、
石
垣

と
セ
ッ
ト
だ
っ
た
土
手
の
普
請
も
あ
わ
せ
て
取
り
上
げ
、
開
作
普
請
に
お
け
る
労
働
の
特
質
を
再
考

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。開
作
の
周
囲
を
取
り
囲
む
堤
は
、石
垣
と
土
手
の
二
重
構
造
か
ら
な
っ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を
石
船
（
石
組
）
と
砂
船
と
い
う
、
出
稼
ぎ
集
団
が
担
当
し
て
い
た
。
ま
た
普

請
全
体
を
管
轄
す
る
も
の
と
し
て
石
頭
が
お
り
、
そ
の
下
で
多
数
の
丁
場
を
一
括
す
る
請
負
人
が
い

た
。
た
だ
し
長
さ
二
〇
間
単
位
に
分
割
さ
れ
た
個
々
の
丁
場
に
即
す
る
と
、
在
所
を
同
じ
く
す
る
数

艘
の
石
船
な
い
し
砂
船
の
出
稼
ぎ
集
団
が
造
成
作
業
に
あ
た
っ
て
い
た
。
石
垣
ば
か
り
か
土
手
に
つ

い
て
も
そ
う
し
た
専
門
集
団
が
担
当
し
て
い
た
理
由
と
し
て
、
数
人
規
模
で
達
成
す
る
と
い
う
、
造

成
現
場
に
お
け
る
作
業
の
共
同
性
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
仕
様
を
理
解
し
資
材
を
揃
え
、
作
業

の
計
画
を
立
て
現
場
で
指
揮
を
す
る
、
そ
う
し
た
統
括
者
に
率
い
ら
れ
た
集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
あ
わ
せ
て
水
中
で
行
う
作
業
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
統
括
者
と
一
体
化
し
た
機
動
性
も

不
可
欠
な
も
の
だ
っ
た
。
個
々
の
作
業
自
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
み
る
と
、
石
を
組
み
上
げ
る
、
あ
る
い

は
土
で
土
手
を
作
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
熟
練
度
は
低
位
で
互
換
可
能
な
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、

集
団
と
し
て
の
組
織
性
が
必
須
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
普
請
現
場
で
の
労
働
編
成
や
調
達
の
仕
方
を

規
定
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
新
田
開
発
、
瀬
戸
内
地
域
、
石
船
、
労
働
の
共
同
性
、
出
稼
ぎ
集
団

［
論
文
要
旨
］
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は
じ
め
に

　

周
防
・
長
門
両
国
か
ら
な
る
萩
藩
で
は
、
近
世
後
期
に
か
け
て
も
瀬
戸
内
側
で
盛

ん
に
新
田
の
開
発
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
藩
で
は
新
田
の
こ
と
を
開
作
と
よ
ぶ

が
、
藩
が
直
営
で
開
発
し
た
ば
あ
い
も
多
い
。
造
成
は
周
囲
を
取
り
囲
む
石
垣
を
築

く
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
多
数
の
労
働
力
が
投
下
さ
れ
進
め
ら
れ
た
。
近
世
後
期
に
お

け
る
大
規
模
な
土
木
工
事
の
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
堤
普
請
に
携
わ
っ
た
労
働
力
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
以
前
検
討
を
加
え
た

こ
と
が
あ
る
（
（
（

。
開
作
地
の
石
垣
造
成
は
、
石
船
と
セ
ッ
ト
で
各
地
を
移
動
す
る
労
働

力
が
担
当
し
て
お
り
、
備
前
や
安
芸
な
ど
の
他
国
も
含
め
、
遠
隔
地
か
ら
石
船
を
率

い
る
請
負
人
が
集
ま
っ
て
い
た
。
同
時
に
、
往
々
に
し
て
地
元
に
石
頭
と
よ
ば
れ
る

業
者
が
い
て
、
開
発
を
全
体
と
し
て
請
け
負
っ
た
。
各
地
か
ら
の
石
船
も
そ
う
し
た

石
頭
を
介
し
て
普
請
を
担
当
で
き
て
い
た
。
広
域
を
移
動
す
る
石
船
の
集
団
と
、
各

地
に
で
き
て
い
た
業
者
の
請
負
構
造
と
が
合
わ
さ
っ
て
、
新
田
の
石
垣
普
請
が
遂
行

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
そ
の
と
き
は
、
石
垣
造
成
に
あ
た
る
も
の
を
職
人
の
一
種
と
し
て
と
ら

え
て
お
り
、
石
組
の
作
業
に
技
能
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
、
遠
隔
地
か
ら
の
出
稼

ぎ
労
働
に
依
存
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
作
業
現
場
そ
の
も
の

を
丁
寧
に
再
現
し
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
か
っ
た
。
し
か
も
本
文
で
の
べ
る
よ
う

に
、
よ
り
単
純
な
作
業
の
は
ず
の
、
土
（
砂
）
で
造
成
す
る
土
手
部
分
に
つ
い
て
も

出
稼
ぎ
労
働
が
担
当
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
技
能
が
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
は
説
明
が
つ
け
づ
ら
い
。
堤
普
請
に
全
体
と
し
て
ど
う
い
っ
た
労
働
力
が
か

か
わ
り
、
そ
の
な
か
で
出
稼
ぎ
労
働
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
。
そ
の

こ
と
を
考
え
る
た
め
に
も
、
堤
普
請
の
作
業
現
場
に
即
し
た
検
討
が
必
要
と
な
っ
て

く
る
。

　

こ
こ
で
は
石
組
や
周
辺
の
労
働
力
の
性
格
に
つ
い
て
、
以
前
の
論
稿
で
は
不
十
分

だ
っ
た
点
を
検
討
し
な
お
す
こ
と
に
す
る
。
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
出
稼
ぎ
労
働
の

存
立
の
基
盤
を
、
労
働
の
特
質
か
ら
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
な
お
石

垣
の
造
成
に
あ
た
る
労
働
力
の
こ
と
を
石
船
と
も
石
組
と
も
い
い
、
以
下
で
は
両
者

を
必
ず
し
も
区
別
せ
ず
に
使
っ
て
い
る
。

❶
石
垣
の
請
負
と
石
船

（
一
）
請
負
人
と
石
船

　

ま
ず
石
船
（
石
組
）
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
性
格
を
考
え
て
お
き
た
い
。

　

事
例
と
し
て
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
に
実
施
さ
れ
た
妻
崎
新
開
作
を
再
度
と

り
あ
げ
る
。
藩
領
の
瀬
戸
内
側
、
や
や
西
寄
り
に
位
置
す
る
舟
木
宰
判
に
あ
っ
た

開
作
地
で
あ
る
。
厚こ
と
う東

川
河
口
の
西
岸
部
、
妻
崎
開
作
の
さ
ら
に
沖
合
に
藩
営
で
造

成
さ
れ
た
も
の
で
、
面
積
一
一
〇
町
ほ
ど
か
ら
な
っ
て
い
た
。
厚
東
川
沿
い
東
側

七
四
〇
間
、
海
に
面
し
た
南
側
五
〇
〇
間
の
堤
の
普
請
を
、
三
月
の
前
積
り
を
経
て

五
月
に
始
め
、
年
末
の
潮
留
で
ひ
と
ま
ず
完
成
さ
せ
て
い
る
（
（
（

。

　

す
で
に
紹
介
し
た
も
の
だ
が
、
鍬
始
め
に
先
立
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
普
請
の
責
任

者
両
人
（
開
作
方
頭と
う
に
ん人
）
が
石
船
の
募
集
を
し
て
い
る
（
（
（

。

今
般
船
木
宰
判
妻
崎
沖
干
潟
御
撫
育
方
御
用
地
之
内
、
新
御
開
作
御
築
立
被
仰

付
候
ニ
付
、
御
宰
判
中
石
船
之
者
共
江
石
堀
出
・
組
立
等
之
御
用
有
之
候
条
、

船
持
之
者
勿
論
、
船
所
持
不
仕
石
堀
之
者
共
迄
も
相
応
之
仕
役
有
之
候
間
、
彼

地
罷
越
、
御
用
相
勤
候
様
可
被
成
御
沙
汰
候
、
右
ニ
付
石
垣
組
付
・
土
手
築
立

之
儀
入
札
請
負
被
仰
付
候
ニ
付
、
別
紙
石
垣
・
土
手
雛
型
好
注
文
等
差
越
候
条
、

村
々
石
船
名
前
并
石
船
々
頭
之
者
名
前
を
も
書
分
ケ
、
早
速
付
立
御
撫
育
方
江

差
出
候
様
御
沙
汰
可
被
成
候
、
尤
入
札
当
月
廿
三
日
限
り
彼
地
持
参
、
旁
御
沙

汰
可
被
成
候
、
以
上

　
　

安
政
六
未　



［近世瀬戸内地域の新田開発にみる出稼ぎ労働］……森下 徹

303

　
　
　

五
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
原
源
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

植
木
五
郎
右
衛
門

　
　
　

工
藤
半
右
衛
門
様
（
小
郡
代
官
）

　
（
奥
書
略
）

萩
藩
領
は
一
八
の
宰さ
い
ば
ん判

と
よ
ば
れ
る
行
政
区
か
ら
な
っ
て
い
た
。
引
用
は
小
郡
宰
判

宛
だ
が
、
ほ
か
の
宰
判
に
も
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
、
こ
の
た
び
妻

崎
新
開
作
造
成
に
つ
き
、
石
船
の
も
の
に
石
堀
出
し
・
組
立
て
の
御
用
が
あ
る
。
つ

い
て
は
船
持
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
船
を
所
持
し
な
い
石
堀
に
つ
い
て
も
そ
れ
な
り
の
仕

図 1　萩藩領略図

役
が
あ
る
の
で
、
出
向
い
て
御
用
を
勤
め
さ
せ
よ
。
ま
た
造
成
に
あ
た
っ
て
は
、
石

垣
組
付
け
・
土
手
築
立
て
の
請
負
入
札
と
す
る
の
で
、
別
紙
の
好
注
文
（
仕
様
書
）

に
従
っ
て
、
村
ご
と
に
石
船
の
名
前
と
石
船
船
頭
の
名
前
を
書
き
分
け
て
、
付
立
て

（
リ
ス
ト
）を
差
し
出
す
よ
う
指
示
せ
よ
。概
略
以
上
の
こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
通
達
が
、
石
船
な
い
し
石
堀
に
妻
崎
新
開
作
へ

出
向
い
て
御
用
に
就
く
こ
と
を
命
じ
た
前
段
と
、
入
札
希
望
者
の
付
立
を
提
出
す
る

よ
う
指
示
し
た
後
段
と
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、

石
堀
出
し
・
組
立
て
に
従
事
す
る
石
船
ら
と
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
造
成
を
請
け
負

う
も
の
と
は
別
物
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
募
集
に
付
さ
れ
た
好
注
文
を
み
る
と
、
石
垣
の
構
造
が
断
面
図
と
と
も
に
定

め
ら
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
概
略
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

・・
汐
留
石
垣
の
前
面
に
添
石
垣
と
腰
石
垣
を
付
け
た
三
重
と
し
、
上
部
に
は
笠
置

石
垣
を
か
ぶ
せ
る
。

・・
汐
留
石
垣
な
ら
ば
、
表
側
は
三
六
碁
・
入
一
尺
二
寸
以
上
の
石
で
、
裏
側
は

三
六
か
ら
四
一
碁
・
入
同
断
の
石
を
使
っ
て
組
み
立
て
る
（
添
石
垣
・
腰
石
垣

も
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
ら
れ
て
い
る
）。

・・
東
土
手
か
ら
海
に
面
し
た
南
土
手
へ
か
け
て
の
一
番
頑
丈
な
部
分
（
三
五
六
間

分
）
に
つ
い
て
は
、
汐
留
石
垣
の
台
（
基
底
部
）
二
間
・
上
り
（
高
さ
）
二
間

五
分
・
留
り
（
上
部
）
六
分
、
添
石
垣
の
台
七
分
、
腰
石
垣
の
台
八
分
と
い
う

大
き
さ
と
す
る
（
ほ
か
の
土
手
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
断
面
図
で
規
程
さ
れ

て
い
る
）。

こ
う
し
た
石
垣
の
設
計
図
を
施
主
で
あ
る
藩
の
側
が
用
意
し
、
そ
の
条
件
で
の
入
札

者
を
募
る
わ
け
で
あ
る
。
一
丁
場
は
二
〇
間
で
あ
り
、
全
部
で
五
八
丁
場
か
ら
な
っ

て
い
た
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
の
引
用
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
小
郡
宰
判
で

千
歳
開
作
を
造
成
し
た
と
き
、
責
任
者
だ
っ
た
大
庄
屋
の
記
録
に
写
し
取
ら
れ
た
も

の
か
ら
で
あ
る
。
石
垣
の
仕
様
に
関
す
る
知
識
は
、
以
前
の
開
作
を
先
例
と
す
る
形

で
、
藩
側
の
担
当
者
の
間
に
も
普
及
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
募
集
を
受
け
て
、
大
島
郡
を
は
じ
め
、
備
後
や
備
前
な
ど
遠
隔
地
か
ら
、
石

船
を
率
い
る
請
負
人
が
入
札
に
参
加
し
た
こ
と
は
以
前
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ

の
な
か
に
は
備
前
和
次
郎
の
よ
う
に
、
ま
と
め
て
た
く
さ
ん
の
丁
場
を
請
け
負
う
も

の
が
い
た
が
、
結
局
か
れ
は
石
船
数
十
艘
は
集
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
用

意
し
き
れ
ず
、
預
か
っ
た
一
五
丁
場
の
う
ち
一
〇
丁
場
を
辞
退
し
て
い
る
（
（
（

。
か
れ
自

身
、
石
船
を
あ
ら
た
に
調
達
し
て
普
請
に
参
加
し
よ
う
と
し
た
ら
し
い
。
あ
わ
せ
て

一
つ
の
丁
場
を
担
当
す
る
の
に
、
数
艘
程
度
の
石
船
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
も
う
か
が

え
る
。

　

ま
た
最
初
に
落
札
し
た
大
島
郡
熊
蔵
・
卯
兵
衛
と
都
濃
郡
福
川
の
六
右
衛
門
は
、

九
月
に
な
っ
て
値
段
増
の
願
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、「
大
島
郡
・
福
川

惣
船
中
」
も
別
に
同
様
な
願
書
を
出
し
、「
船
頭
熊
次
郎
・
卯
兵
衛
・
六
右
衛
門
」

の
見
積
り
よ
り
も
諸
雑
用
が
か
さ
ん
だ
と
い
っ
て
、
増
銀
を
求
め
て
い
た
（
（
（

。
石
船
た

ち
（「
惣
船
中
」）
は
数
人
の
「
船
頭
」
の
も
と
、
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
な
し
て
開

作
地
へ
赴
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
直
接
に
丁
場
を
担
当
し
請
負
賃
を
得
て
い
た
こ
と
に
な

る
。

　

そ
う
し
た
請
負
人
と
石
船
と
の
関
係
に
か
ん
し
て
、
潮
留
も
終
え
堤
が
完
成
し
た

あ
と
、
翌
年
の
八
月
に
瀬
戸
内
沿
い
の
四
宰
判
に
出
さ
れ
た
出
さ
れ
た
つ
ぎ
の
通
達

も
紹
介
し
て
お
こ
う
（
（
（

。

・・・・・・・・・・・・・・・・・　
　
　

・

三
田
尻

・・・・・・・・・・・・・・・・・　
　
　

・

小
郡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
　
　

都
濃
郡

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　
　
　

大
島
郡

　
　
　
　
　
　
　

右
宰
判
石
船
中

右
船
木
宰
判
新
御
開
作
所
腰
石
垣
調
被
仰
付
候
処
、石
船
無
数
難
御
間
合
ニ
付
、

石
組
共
御
開
作
之
外
仕
役
被
差
留
候
条
、
前
書
石
船
之
者
と
も
諸
郡
并
御
末
家

領
・
他
国
等
江
罷
出
居
候
共
呼
戻
シ
、
早
々
御
開
作
所
罷
越
候
様
、
若
我
儘
を

以
不
罷
越
も
の
も
有
之
候
ハ
ヽ
、御
咎
を
も
可
被
仰
付
候
間
、於
御
代
官
所
精
々

相
糺
、
厳
重
沙
汰
被
仰
付
候
間
、
若
不
罷
越
者
有
之
候
ハ
ヽ
早
々
申
出
被
仰
付

候
事但

、
於
諸
所
前
銀
等
受
取
居
候
ハ
ヽ
致
返
済
、
御
開
作
所
参
着
次
第
、
会
所

可
届
出
候
、
石
垣
受
負
方
之
者
万
一
口
銭
等
取
立
、
不
心
得
之
義
も
有
之

候
ハ
ヽ
、
其
旨
趣
可
申
出
候
事

　
　

右
之
通
御
沙
汰
可
被
下
候
事

八
月

　

堤
の
石
垣
に
腰
石
垣
を
添
え
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
の
石
船
が
不
足
し
て
い

る
の
で
、
当
開
作
以
外
で
の
石
組
の
仕
役
は
禁
止
す
る
。
つ
い
て
は
領
内
各
地
の
宰

判
や
支
藩
領
、
他
国
へ
出
向
い
て
る
石
船
の
も
の
を
呼
び
返
し
、
妻
崎
新
開
作
に
赴

く
よ
う
に
、
と
四
つ
の
宰
判
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
石
組
と
石
船
と
が

い
い
か
え
ら
れ
て
お
り
、
両
者
が
同
じ
も
の
だ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
通

達
の
対
象
と
な
る
東
部
の
四
宰
判
が
、
領
内
に
お
け
る
石
組
＝
石
船
の
供
給
地
だ
っ

た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
さ
い
但
し
書
に
あ
る
、「
各
地
で
前
銀
を
受
け
取
っ
て
い
れ
ば
返
済
し
、
妻

崎
新
開
作
に
到
着
次
第
、会
所
へ
報
告
せ
よ
。
石
垣
受
負
方
の
も
の
で
、（
石
船
か
ら
）

口
銭
を
取
り
立
て
る
よ
う
な
不
心
得
が
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
も
申
し
出
よ
」
と
の
箇

所
に
注
意
を
払
う
と
、
個
々
の
石
船
が
開
作
所
で
前
貸
を
受
け
取
っ
た
り
、
ま
た
石

垣
の
請
負
人
へ
口
銭
を
支
払
う
こ
と
も
あ
り
え
た
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
も
、
包

括
的
な
請
負
人
が
い
な
が
ら
、
石
船
は
そ
れ
ぞ
れ
に
丁
場
を
任
さ
れ
、
開
作
所
（
会

所
）
か
ら
直
接
賃
銭
を
請
け
取
っ
て
い
た
と
み
な
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
あ
と
で
み

る
丁
場
で
の
作
業
を
想
定
し
て
も
、
数
艘
程
度
の
小
集
団
を
な
す
ば
あ
い
が
多
か
っ

た
と
思
う
。

　

石
船
が
地
域
的
に
ま
と
ま
っ
て
移
動
し
、
各
地
の
開
作
普
請
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
は
以
前
の
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
付
け
加
え
た
い
こ
と
は
、
た
し
か
に
そ
れ

ら
を
全
体
と
し
て
ま
と
め
る
業
者
な
い
し
は
代
表
に
当
た
る
も
の
が
い
て
、
入
札
が

実
施
さ
れ
れ
ば
応
じ
た
し
、
施
主
と
の
関
係
で
は
そ
れ
が
包
括
的
に
請
け
負
う
こ
と
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も
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
配
下
の
石
船
が
直
接
に
丁
場
を
請
け
負
い
、
賃
銭

も
施
主
か
ら
渡
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
石
船
の
小
集
団
が
自
立
的
に
存

在
し
て
い
た
と
と
ら
え
た
い
。

（
二
）
石
の
調
達

　

そ
こ
で
こ
の
見
通
し
に
つ
い
て
、
資
材
（
石
）
の
調
達
と
い
う
面
か
ら
考
え
て
み

よ
う
。

・・

五
月
段
階
で
の
石
船
の
募
集
の
な
か
で
、
石
堀
出
し
・
組
立
て
の
御
用
が
あ
る
と

い
っ
て
石
船
に
開
作
地
に
赴
く
よ
う
に
命
じ
て
い
た
。
そ
こ
に
い
う
石
堀
出
し
と
は

採
石
の
作
業
を
も
含
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　

妻
崎
新
開
作
の
造
成
で
は
、
藩
は
隣
の
小
郡
宰
判
に
何
ケ
所
か
の
石
取
場
（
御
用

石
場
）
を
設
定
し
、
石
船
は
そ
こ
か
ら
石
を
調
達
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の

一
つ
、
瀧
高
山
の
御
用
石
場
で
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
（
（
（

。
こ
こ
で
は
石
工
留
五
郎
が

採
石
に
従
事
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
石
頭
取
三
田
尻
嘉
十
郎
が
、「
留
五
郎

が
請
け
合
っ
て
か
ら
は
、
〆
買
を
し
て
い
る
た
め
石
が
高
値
に
な
っ
て
い
る
」
と
、

訴
え
出
て
い
た
。
そ
れ
へ
の
留
五
郎
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
反
論
か
ら
、
石
工
の
あ
り
方

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

・・
私
は
妻
崎
開
作
の
石
工
職
を
し
て
お
り
、
近
年
は
岩
屋
御
立
山
へ
出
稼
ぎ
を
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
七
月
下
旬
か
ら
は
病
気
に
な
り
休
養
の
た
め
帰
宅
し
て

お
り
ま
し
た
。

・・
九
月
七
日
に
御
会
所
へ
出
頭
す
る
よ
う
ご
指
示
を
受
け
、
こ
の
た
び
の
新
開
作

に
つ
い
て
石
の
調
達
に
関
し
て
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「（
御
用
石
場
の
）

瀧
高
山
は
出
稼
ぎ
先
の
近
く
な
の
で
、
割
り
出
す
こ
と
は
で
き
ま
す
。
値
段
も

こ
れ
ま
で
の
一
碁
七
分
五
厘
を
、
七
分
に
で
き
ま
す
」
と
答
え
、
割
り
出
す
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
浜
辺
へ
出
す
ま
で
夜
中
の
番
人
が
必
要
な
こ
と
も

あ
り
、
病
中
で
は
十
分
な
世
話
が
行
き
届
き
か
ね
る
状
態
で
す
。

・・
と
こ
ろ
で
御
用
石
場
の
月
崎
で
は
、
予
州
の
弥
兵
衛
と
い
う
も
の
が
採
石
し
、

丁
場
の
石
を
割
り
出
し
て
い
ま
す
。
同
人
は
私
の
居
所
を
宿
に
し
、
ま
た
私
の

「
炭
・
鉄
剱
」
を
使
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

・・
今
月
九
日
は
諸
丁
場
が
休
息
に
つ
き
、そ
の
弥
兵
衛
が
私
の
も
と
へ
来
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
「
丁
場
受
負
人
」
で
あ
る
能
美
の
浪
五
郎
・
伊
佐
吉
、
三
田
尻
の
孫

太
郎
、
当
所
の
磯
五
郎
・
茂
三
郎
た
ち
も
来
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
割
石
を

買
得
す
る
も
の
で
す
。

・・
そ
の
席
で
私
が
、「
石
を
瀧
高
山
に
て
切
り
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
が
、
病
気

で
で
き
な
い
の
で
、
ひ
と
ま
ず
月
崎
で
弥
兵
衛
の
石
取
場
へ
人
数
を
加
勢
し
、

一
緒
に
切
り
出
し
て
は
ど
う
か
と
思
う
。
そ
の
内
に
は
瀧
高
山
で
切
り
出
す
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
ま
し
た
。

・・
弥
兵
衛
も
同
意
し
、「
な
ら
ば
値
段
は
ど
う
し
よ
う
か
」
と
聞
く
の
で
、「
こ
れ

ま
で
あ
な
た
が
採
石
し
て
き
た
見
当
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
売
方
が
い
く
ら
と
言

い
、
ま
た
買
方
も
希
望
の
値
段
を
言
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
」
と
答
え
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
弥
兵
衛
と
買
方
の
も
の
は
、「
何
分
石
の
こ
と
は
、あ
な
た
（
留
五
郎
）

の
か
ね
て
か
ら
の
職
分
な
の
だ
か
ら
、
売
方
・
買
方
と
も
に
納
得
す
る
よ
う
値

段
を
決
め
て
ほ
し
い
」
と
言
い
ま
す
。
そ
こ
で
「
そ
れ
な
ら
ば
場
所
居
売
り
一

碁
に
つ
き
三
〇
文
な
ら
ば
双
方
と
も
ほ
ど
ほ
ど
の
値
段
で
し
ょ
う
」
と
答
え
ま

し
た
。

・・
そ
う
し
て
そ
の
場
に
い
た
も
の
や
萩
の
十
三
郎
な
ど
計
五
丁
場
分
の
石
を
頼
ま

れ
ま
し
た
。

　

こ
う
い
っ
て
、買
い
手
の
丁
場
請
負
人
と
相
談
の
う
え
価
格
は
決
め
た
の
で
あ
り
、

〆
売
り
な
ど
し
て
い
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
御
用
石
場
に
は
近
隣
の
妻
崎
に
住
む
石
工
留
五
郎
が
お
り
、「
仕

手
」
と
よ
ぶ
配
下
の
石
工
を
使
っ
て
採
石
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ま
た
別
の
御
用
石
場

で
は
伊
予
の
弥
兵
衛
が
採
石
し
て
い
た
。
弥
兵
衛
は
、
留
五
郎
に
宿
を
提
供
し
て
も

ら
い
、
ま
た
「
炭
・
鉄
剱
」
と
い
う
用
具
な
い
し
資
材
も
貸
与
さ
れ
て
い
た
。
弥
兵

衛
が
、
個
人
な
い
し
弟
子
数
人
を
率
い
て
伊
予
か
ら
や
っ
て
こ
れ
た
の
も
、
現
地
に
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留
五
郎
の
よ
う
な
宿
や
必
要
な
用
具
・
資
材
の
提
供
者
が
い
た
か
ら
だ
っ
た
。

　

し
か
も
採
石
し
た
値
段
に
つ
い
て
は
、
地
元
の
留
五
郎
に
決
定
権
が
あ
る
と
、
伊

予
か
ら
き
た
採
石
業
者
も
、
ま
た
買
い
手
で
あ
る
丁
場
請
負
人
も
考
え
て
い
た
。
採

石
業
者
に
は
一
定
の
地
域
を
テ
リ
ト
リ
ー
と
す
る
も
の
が
お
り
、
各
地
を
移
動
す
る

石
工
も
、そ
の
も
と
で
営
業
で
き
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
地
元
の
石
頭
と
、

丁
場
を
請
け
負
う
石
船
と
同
様
な
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
石
工
は
個

人
で
採
石
場
を
訪
れ
、
そ
こ
を
管
轄
す
る
業
者
に
庇
護
さ
れ
、
採
石
業
に
従
事
し
て

い
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
「
丁
場
受
負
人
」
は
、
採
石
業
者
で
あ
る
石
工
と
買
得
の
交
渉
を
し
、
石

を
買
っ
て
い
た
。
萩
の
十
三
郎
と
も
あ
わ
せ
る
と
六
人
で
五
丁
場
の
担
当
だ
と
い
う

か
ら
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
石
船
に
相
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
以
前
か
ら
あ
る
堤
や

波
戸
な
ど
を
壊
し
て
再
利
用
す
る
以
外
、
石
は
あ
ら
た
に
購
入
し
た
の
で
あ
り
、
請

負
賃
に
は
そ
の
分
が
含
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
石
船
と
採
石
に
あ
た
る
石
工
と
は
別
々
だ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
で

あ
り
、
石
船
の
募
集
に
お
い
て
石
堀
取
り
と
い
っ
て
い
た
の
も
、
石
の
加
工
工
程
を

伴
わ
な
い
、
文
字
通
り
石
を
掘
り
出
す
程
度
の
作
業
を
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
前
稿
で

は
必
ず
し
も
区
別
を
し
な
か
っ
た
が
、
同
じ
く
石
を
扱
う
も
の
で
は
あ
れ
、
採
石
の

石
工
と
石
垣
を
造
成
す
る
石
船
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
石
船
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
丁
場
を
請
け
負
っ
て
請
負
賃
を
施
主
か
ら
受
け
取
り
、
ま
た
石
を
自
身
で

購
入
し
て
石
垣
の
造
成
に
あ
た
る
も
の
だ
っ
た
（
（
（

。

（
三
）
出
稼
ぎ
と
し
て
の
石
船

　

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
石
船
の
、
よ
り
実
態
的
な
姿
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
れ
ら
の
社
会
的
な
存
在
形
態
に
つ
い
て
い
ま
少
し
考
え
て
お
き
た
い
。
今
度
は
、

現
地
に
派
遣
さ
れ
た
藩
の
下
役
人
（
直
横
目
）
が
普
請
の
最
中
、
八
月
に
出
し
た
つ

ぎ
の
報
告
を
み
て
み
よ
う
（
（
（

。

既
ニ
当
盆
前
、
大
島
郡
辺
石
船
之
儀
ハ
半
季
之
雇
人
ニ
而
入
代
候
付
、
一
応
引

取
候
故
、
前
貸
之
儀
願
出
、
現
石
御
受
方
江
当
り
貸
渡
被
仰
付
候
へ
共
、
時
分

柄
旁
差
湊
も
有
之
、
庄
屋
見
兼
候
而
御
貸
銀
之
儀
奥
判
を
以
相
願
候
へ
共
、
不

及
御
詮
儀
、
無
拠
庄
屋
手
元
ニ
而
心
遣
ひ
貸
渡
、
差
返
候
由
、
盆
後
ニ
ハ
早
速

罷
越
候
約
束
之
分
も
、
及
遅
々
候
処
、
他
所
之
開
作
ニ
而
ハ
前
貸
銀
も
有
之
由

ニ
而
、
於
内
輪
立
ニ
不
進
と
も
有
之
た
る
由
…

大
島
郡
辺
り
の
石
船
は
「
半
季
の
雇
人
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
盆
前
に
交
代
の
た
め
一

旦
引
き
揚
げ
る
さ
い
前
貸
し
を
願
い
出
た
。
こ
れ
は
庄
屋
の
奥
判
を
添
え
た
も
の

だ
っ
た
が
、
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
止
む
を
得
ず
庄
屋
が
自
前
で
貸
し
渡

し
た
よ
う
だ
。
と
こ
ろ
が
盆
が
過
ぎ
れ
ば
た
だ
ち
に
戻
る
と
の
約
束
だ
っ
た
の
に

帰
っ
て
こ
な
い
。
ほ
か
の
開
作
で
は
前
貸
銀
が
あ
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
な
い
た
め

で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
石
船
が
大
島
を
拠
点
に
し
て
、
各
地
の
開
作
に
出
向
い
て
い
た
こ

と
を
う
か
が
え
る
。
大
島
に
は
お
そ
ら
く
家
や
家
族
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
広
域
を
移

動
す
る
と
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
出
稼
ぎ
と
理
解
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
石
船
と
は

出
稼
ぎ
労
働
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

そ
れ
ら
出
稼
ぎ
の
拠
出
元
の
よ
う
す
を
、
一
八
四
〇
年
ご
ろ
の
地
誌
、「
風
土
注

進
案
」
を
通
し
て
み
て
お
き
た
い
（
（1
（

。
宰
判
を
構
成
す
る
村
ご
と
に
、
定
め
ら
れ
た
項

目
に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
、
記
載
の
詳
細
さ
か
ら
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
利

用
さ
れ
て
き
た
史
料
で
あ
る
。

　

そ
の
う
ち
大
島
郡
の
村
々
に
つ
い
て
は
、
末
尾
に
村
と
し
て
の
収
支
が
計
上
さ
れ

て
お
り
、
産
物
な
ど
の
販
売
で
得
た
収
入
と
、
貢
租
を
始
め
と
す
る
支
払
い
に
当
て

た
金
額
と
を
差
し
引
き
し
て
い
る
。
そ
の
費
目
の
一
つ
に
、「
他
所
稼
ぎ
賃
銭
」「
他

所
稼
ぎ
」「
儲
け
込
み
の
分
」
の
よ
う
な
、
他
所
へ
の
出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

収
入
が
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
を
拾
っ
て
ゆ
く
と
、
三
〇
ほ
ど
あ
る
村
々
の
ほ
と
ん
ど

で
、
職
人
あ
る
い
は
舸か

こ子
、
奉
公
人
、
日
雇
な
ど
と
し
て
出
稼
ぎ
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
人
数
が
示
さ
れ
る
も
の
だ
と
、「
浜
子
稼
ぎ
八
十
人
・
舸
子
稼
ぎ
百
二
十

人
・
奉
公
稼
ぎ
五
十
人
」（
三み
が
ま蒲
村
）・「
舸
子
・
浜
子
百
五
十
人
」「
舸
子
・
日
雇
稼
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四
十
五
人
」（
安あ
げ
の
し
よ
う

下
庄
）
の
よ
う
に
多
数
に
の
ぼ
る
。
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、

幕
末
に
は
こ
の
島
か
ら
は
相
当
数
が
出
稼
ぎ
に
赴
い
て
い
た
。

　

そ
の
職
種
に
は
大
工
・
木
挽
・
桶
屋
な
ど
の
職
人
と
、
舸
子
・
奉
公
稼
ぎ
、
そ
し

て
塩
田
で
の
浜
子
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
島
内
各
村
か
ら
出
か
け
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
石
組
な
い
し
石
工
が
み
え
る
の
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
村
だ
け
で
あ
る
。

　

・
久く

か賀
村
・
浦

一
同（
銀
（九
拾
三
貫
八
百
八
拾
目　

但
、
御
百
性
中
之
内
、
三
田
尻
・
岩
国
其
外
塩

浜
行
、
并
ニ
九
州
行
石
築
・
石
船
・
奉
公
人
其
外
他
所
挊
之
者
儲
銀
之
分

　

・
日ひ
く
ま前

村

一
同
壱
貫
六
百
目　

但
、
大
工
・
木
引
・
桶
屋
・
石
工
・
左
官
於
他
所
ニ
挊
賃

儲
之
分

一
同
三
貫
六
百
目　

但
、
御
百
性
之
内
、
山
子
・
石
組
他
所
挊
ニ
出
候
者
賃

儲
之
分

　

・
土
井
村

一
同
壱
貫
四
百
目　

但
、
御
百
性
中
之
内
、
石
組
他
所
挊
ニ
出
候
者
賃
儲
之
分

実
は
こ
れ
ら
三
ケ
村
は
隣
り
合
う
村
々
だ
っ
た
。
藩
内
で
は
石
船
の
一
大
供
給
地

だ
っ
た
大
島
だ
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
久
賀
周
辺
に
多
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
「
風
土
注
進
案
」
に
み
え
な
い
だ
け
で
、
大
島
の
他
の
村
か
ら
出
た
石
船
も
あ
っ

た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
大
島
の
な
か
の
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
村
な
い
し
地

域
ご
と
に
集
団
を
作
っ
て
、
出
稼
ぎ
に
赴
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
（
（（
（

。

　

ま
た
注
意
し
た
い
の
は
、
三
ケ
村
と
も
「
御
百
性
中
之
内
」
と
、
百
姓
の
就
く
余

業
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
前
村
で
、
石
工
が
大
工
と
な
ら
ん
で
職

人
の
一
種
と
さ
れ
る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
石
積

み
を
請
け
負
う
う
え
で
、
石
の
調
達
や
造
成
の
計
画
な
ど
に
か
ん
す
る
専
門
的
な
知

識
・
技
法
が
必
要
で
は
あ
っ
た
。
と
は
い
え
個
々
の
石
積
み
労
働
自
体
に
つ
い
て
は
、

求
め
ら
れ
る
熟
練
の
度
合
い
は
低
位
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
（1
（

。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
普
請
の
作
業
現
場
に
即
し
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

❷
土
方
の
請
負
と
砂
船

（
一
）
土
方
の
請
負

　

と
こ
ろ
で
、
妻
崎
新
開
作
で
は
石
船
の
募
集
が
土
手
方
請
負
人
と
も
あ
わ
せ
て
行

わ
れ
て
い
た
。
五
月
に
開
作
頭
人
が
出
し
た
募
集
で
は
、「
石
垣
組
付
・
土
手
築
立
」

の
入
札
を
行
う
の
で
、
別
紙
に
石
垣
と
土
手
の
仕
様
書
を
添
付
す
る
、
と
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
石
垣
の
仕
様
書
と
一
緒
に
添
付
さ
れ
た
土
手
の
仕
様
書
（
土
方
好
注
文
）

を
み
る
と
、
や
は
り
一
丁
場
二
〇
間
と
し
た
う
え
で
、
厚
東
川
に
沿
っ
た
土
手
の
半

分
は
中
州
の
砂
で
造
成
し
、
残
り
半
分
と
南
側
の
沖
土
手
と
は
潟
砂
で
造
成
す
る
よ

う
に
、
ま
た
歯
朶
や
杭
・
柵
な
ど
必
要
な
資
材
は
藩
が
提
供
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
た
。
図
面
も
添
え
ら
れ
て
お
り
、
石
垣
を
背
後
か
ら
支
え
る
よ
う
に

し
て
土
手
を
造
成
し
た
よ
う
す
が
わ
か
る
。
一
番
頑
丈
な
と
こ
ろ
だ
と
基
底
部
一
二

間
と
あ
る
の
で
、
石
垣
部
分
の
三
倍
以
上
の
厚
み
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
募
集
に
よ

る
入
札
の
結
果
、
三
田
尻
の
嘉
十
郎
ら
が
、
潟
砂
坪
別
一
一
匁
八
分
・
川
砂
一
三
匁

八
分
で
落
札
し
た
。
石
垣
は
六
〇
匁
前
後
の
請
負
額
だ
っ
た
か
ら
、
大
幅
に
安
い
額

で
あ
る
。
も
っ
と
も
石
を
購
入
す
る
の
と
ち
が
っ
て
、
海
辺
や
川
の
中
州
か
ら
砂
を

採
取
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
資
材
代
を
差
し
引
く
と
両
者
の
差
は
か
な
り
縮
小
す
る
だ

ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
落
札
人
は
砂
船
を
率
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
十
月
に
出
さ
れ
た
直

横
目
の
報
告
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
（
（1
（

。

一
砂
舟
之
儀
ハ
当
節
百
六
拾
艘
位
罷
居
候
処
、
風
波
ニ
寄
り
持
付
候
砂
減
し
候

付
、
下
地
之
受
負
辻
ニ
而
ハ
引
合
不
申
ニ
付
、
直
増
之
儀
申
立
、
過
ル
朔
日

比
ゟ
仕
役
相
止
候
処
、
頭
取
共
ゟ
申
諭
し
、
御
国
中
之
者
ハ
仕
役
取
懸
り
候

由
、
此
余
御
詮
儀
如
何
可
被
仰
付
、
開
作
所
ニ
而
ハ
兎
角
ね
た
り
候
儀
ハ
有

之
候
へ
共
、
強
而
迷
惑
と
申
程
之
儀
も
有
之
間
敷
由
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一
六
〇
艘
の
砂
船
が
集
ま
っ
て
い
た
が
、
賃
銀
引
き
上
げ
を
求
め
て
作
業
を
ボ
イ

コ
ッ
ト
し
た
。
そ
れ
を
「
頭
取
共
」
が
諭
し
て
何
と
か
「
御
国
中
之
者
」
は
作
業
を

始
め
た
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
砂
船
の
な
か
に
は
他
国
の
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
「
頭
取
共
」
が
、
落
札
し
た
三
田
尻
の
嘉
十
郎
ら
の
こ
と
を
さ
す
の

で
あ
れ
ば
、
石
船
が
「
船
頭
」
と
呼
ば
れ
る
代
表
を
介
し
て
請
負
に
参
加
し
た
の
と

同
様
な
関
係
が
、
土
方
の
「
頭
取
」
と
砂
船
と
の
間
に
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
（1
（

。

　

そ
れ
ら
砂
船
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
十
月
段
階
で
作
成
さ
れ
た
前
積
り
か
ら
も

う
か
が
え
る
（
（1
（

。
堤
普
請
は
十
月
に
終
え
、
潮
留
を
実
施
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
そ
れ

が
大
幅
に
ず
れ
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
残
さ
れ
た
丁
場
の
完
成
を

図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
前
積
り
を
み
る
と
、
石
垣
部
分
に
つ
い
て
は
必
要
な
石
が
合
計
一
五
一
〇
坪

と
あ
る
。
一
丁
場
平
均
百
坪
と
の
記
録
も
あ
る
の
で
、
一
五
丁
場
ほ
ど
残
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
い
ま
あ
る
六
〇
艘
の
石
船
を
使
っ
て
造
成
す
る
、
そ
の
日
数

が
試
算
さ
れ
て
い
る
。
平
均
す
れ
ば
一
丁
場
を
石
船
四
艘
で
担
当
す
る
と
い
う
計
算

に
な
る
。

　

つ
づ
く
土
方
の
前
積
り
で
は
、い
ま
だ
必
要
な
土
が
一
万
二
六
〇
〇
坪
だ
と
い
う
。

こ
れ
を
い
ま
あ
る
砂
船
一
六
〇
艘
で
搬
送
す
る
ば
あ
い
、
五
〇
艘
増
し
の
ば
あ
い
、

一
〇
〇
艘
増
し
の
ば
あ
い
と
、掛
か
る
日
数
を
三
通
り
で
試
算
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
近
日
ゟ
呼
集
と
し
て
、
岩
国
・
大
島
郡
・
伊
予
・
芸
州
等
心
遣
可
仕
様
子
ニ
而
」、

五
〇
艘
程
度
な
ら
雇
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
以
上
は
困
難
だ
と
書
き
記
し
て
い

る
。
岩
国
、
大
島
、
さ
ら
に
は
伊
予
や
芸
州
か
ら
の
砂
船
調
達
を
想
定
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
遠
隔
地
を
移
動
し
て
開
作
普
請
に
携
わ
る
専
門
集
団
を
想
定
す
る

わ
け
だ
か
ら
、
砂
船
と
い
う
の
も
た
だ
単
に
砂
を
搬
送
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
石

船
と
同
様
、
土
手
の
造
成
に
も
携
わ
る
労
働
力
と
セ
ッ
ト
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
二
）
砂
船
に
よ
る
土
手
造
成

　

そ
の
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、別
の
開
作
の
例
と
な
る
が
、明
治
二
年（
一
八
六
九
）

に
造
成
さ
れ
た
、
小
郡
宰
判
の
千
歳
浜
開
作
を
と
り
あ
げ
た
い
。
六
〇
町
の
塩
田
か

ら
な
っ
て
い
た
が
、「
大
頭
取
」
と
し
て
造
成
を
主
導
し
た
豪
農
が
作
成
し
た
記
録

が
あ
る
（
（1
（

。
そ
の
な
か
に
石
船
中
・
砂
船
中
連
名
の
請
状
の
雛
形
を
み
い
だ
せ
る
。

　

そ
れ
を
み
る
と
、
ま
ず
第
一
条
と
第
二
条
と
で
、
三
方
の
堤
に
添
石
垣
と
笠
置
石

垣
を
付
し
た
石
垣
を
造
成
す
る
と
し
、
石
の
数
や
大
き
さ
に
つ
い
て
も
、
先
の
妻
崎

新
開
作
で
の
仕
様
書
と
同
様
な
仕
方
で
書
き
付
け
て
い
る
。つ
づ
け
て
第
三
条
で
は
、

や
は
り
三
つ
の
堤
を
、
す
ぐ
隣
接
す
る
長
浜
開
作
周
辺
で
採
取
し
た
ね
ば
土
を
使
っ

て
造
成
す
る
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
「
石
垣
・
土
方
共
ニ
築
立
之
儀
定
盤
雛
形
之
通
諸
事
棟
梁
差
図
を
請
、
築
立

可
仕
候
事
」
と
、
石
垣
・
土
方
と
も
に
、
造
成
に
あ
た
っ
て
は
棟
梁
の
指
図
を
受
け

る
と
の
べ
た
箇
条
も
あ
る
。
こ
の
普
請
で
は
、石
ノ
手
棟
梁
大
島
郡
安
下
庄
安
之
丞
、

土
ノ
手
棟
梁
都
濃
郡
大
津
島
松
之
助
が
任
命
さ
れ
て
い
た
。
都
濃
郡
大
津
島
も
採
石

地
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
大
島
と
同
様
に
、
石
工
の
供
給
地
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し

た
と
こ
ろ
か
ら
、
石
垣
と
土
手
そ
れ
ぞ
れ
の
棟
梁
が
任
命
さ
れ
、
請
け
負
っ
た
石
船

や
砂
船
を
指
揮
し
た
ら
し
い
。

　

さ
ら
に
棟
梁
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
棟
梁
江
歩
方
差
出
候
儀
ハ
被
差
留
候
段

被
仰
聞
、
奉
畏
候
」
と
、
棟
梁
へ
は
「
歩
方
」（
口
銭
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
を
支
払

わ
な
い
と
誓
約
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、一
般
に
開
作
普
請
で
は
石
船
・

砂
船
は
棟
梁
に
「
歩
方
」
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

石
船
・
砂
船
が
直
接
施
主
か
ら
請
け
負
っ
て
賃
銭
を
給
付
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、

た
し
か
に
「
金
銭
之
儀
者
時
々
相
場
を
以
御
払
方
被
仰
付
可
被
下
候
事
」
と
の
箇
条

も
み
え
る
。

　

要
す
る
に
、
普
請
全
体
を
管
轄
す
る
業
者
と
し
て
石
ノ
手
棟
梁
と
土
ノ
手
棟
梁
が

お
り
、
石
船
・
砂
船
を
監
督
し
て
丁
場
を
担
当
さ
せ
る
、
た
だ
し
個
々
の
石
船
・
砂

船
は
直
接
に
施
主
か
ら
丁
場
を
請
け
負
い
、
賃
銭
も
得
る
と
い
う
、
妻
崎
新
開
作
で

み
た
の
と
同
じ
形
態
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
ほ
か
、「
私
共
村
所
・
支
配
旁
」
は
棟
梁
を
介
し
て
届
け
出
る
と
か
、「
仕
役
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人
之
内
他
国
者
私
共
仲
間
内
ニ
一
向
無
御
座
」
こ
と
を
誓
約
し
た
箇
条
も
あ
る
。
居

住
の
村
の
場
所
や
支
配
関
係
を
報
告
し
た
り
、
他
国
者
は
い
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
の
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
石
船
と
と
も
に
砂
船
も
、
開
作
地
か
ら
は
離
れ
た
地
域
の
も

の
だ
っ
た
こ
と
が
や
は
り
う
か
が
え
る
。

　

こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
箇
条
を
書
き
上
げ
た
あ
と
、最
後
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

右
此
度
御
開
作
御
築
立
被
仰
付
、
石
垣
・
土
方
共
ニ
築
方
私
共
江
前
書
廉
書
を

以
、
丁
場
番
数
夫
々
御
渡
方
被
仰
付
、
御
請
申
上
候
、
然
上
ハ
私
共
申
合
せ
、

御
為
能
築
立
可
仕
候
、
万
一
御
法
相
背
候
節
ハ
い
か
様
共
被
仰
付
可
被
遣
候
、

為
其
御
請
状
申
上
候
、
以
上

　

未
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石
船
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

砂
船
中　

石
垣
と
と
も
に
土
方
に
つ
い
て
も
、
渡
さ
れ
た
丁
場
を
請
負
い
造
成
す
る
と
い
っ
て

い
る
。

　

以
上
か
ら
、
砂
船
が
土
手
造
成
に
必
要
な
砂
を
採
取
し
て
丁
場
ま
で
運
ぶ
だ
け
で

は
な
く
、
土
手
の
造
成
そ
の
も
の
に
も
携
わ
っ
た
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
（
（1
（

。
前
稿
で

は
、
も
っ
ぱ
ら
石
垣
部
分
の
造
成
に
し
か
ふ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
背
後
の
土
手
部

分
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
遠
隔
地
か
ら
来
た
専
門
の
労
働
力
が
担
当
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。
も
っ
と
も
妻
崎
新
開
作
の
造
成
で
は
、
砂
の
搬
送
の
た
め
に
近
隣
か
ら
漁

船
を
借
り
上
げ
て
お
り
（
（1
（

、
搬
送
だ
け
な
ら
近
隣
で
の
調
達
が
可
能
だ
っ
た
。
ま
た
砂

を
使
っ
た
土
手
の
造
成
も
、
そ
れ
自
体
は
単
純
労
働
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作

業
内
容
の
単
純
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遠
隔
地
の
専
門
業
者
が
造
成
を
担
当
し
て
い

た
。
そ
の
専
門
性
と
は
ど
う
い
っ
た
内
容
か
ら
な
っ
て
い
た
の
か
、
逆
に
い
え
ば
、

そ
の
た
め
の
労
働
力
を
開
作
地
周
辺
で
調
達
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
疑
問
と

な
っ
て
く
る
。

❸
作
業
現
場
で
の
労
働
編
成

（
一
）
西
ノ
浦
新
開
作
の
潮
留
普
請

　

以
上
、
堤
普
請
に
お
い
て
丁
場
を
請
け
負
い
、
石
垣
・
土
手
そ
れ
ぞ
れ
を
造
成
し

た
石
船
と
砂
船
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
を
考
え
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
が
他

領
も
含
め
て
広
域
を
移
動
す
る
専
門
集
団
と
し
て
存
立
で
き
て
い
た
根
拠
に
つ
い

て
、
普
請
の
作
業
現
場
の
側
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
も
っ
と
も
そ
う
し
た
実
態
は
な

か
な
か
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、藩
が
直
接
担
当
し
た
潮
留
普
請
に
つ
い
て
は
、

比
較
的
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
潮
留
と
は
、
ほ
か
の
堤
が
で
き

あ
が
っ
た
あ
と
最
後
に
接
合
す
る
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
を
一
挙
に
仕
上
げ
な
い
と
、

せ
っ
か
く
築
い
た
堤
の
内
側
に
潮
が
入
っ
て
き
て
し
ま
う
と
い
う
、
堤
普
請
の
な
か

で
は
最
も
大
事
な
箇
所
だ
っ
た
。
た
め
に
た
く
さ
ん
の
労
働
力
を
投
下
し
、
藩
の
直

接
監
督
下
で
遂
行
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
事
情
か
ら
、
作
業
内
容
を
伝
え
る
史
料
が
残

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

・・

ま
ず
藩
領
の
ほ
ぼ
中
心
部
、
三
田
尻
宰
判
の
う
ち
、
佐
波
川
河
口
部
、
鹿
角
開
作

の
西
沖
に
あ
っ
た
西
ノ
浦
新
開
作
で
の
潮
留
普
請
の
よ
う
す
を
観
察
し
よ
う
。
戦

前
の
研
究
と
な
る
が
谷
苔
六
『
西
ノ
浦
新
開
作
の
研
究
（
（1
（

』
が
関
連
史
料
を
紹
介
し

て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
拠
り
つ
つ
み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
開
作
は
、
文
政
五

年
（
一
八
二
二
）
か
ら
藩
営
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、
一
五
〇
町
ほ
ど
の
田
畠
か
ら

な
っ
て
い
た
。
北
・
西
・
南
の
三
方
を
堤
に
よ
っ
て
囲
ん
で
お
り
、
佐
波
川
に
沿
っ

た
北
側
が
七
〇
一
間
、
海
に
面
し
た
西
側
が
七
五
二
間
、
浜
開
作
に
沿
っ
た
南
側
が

五
〇
六
間
と
い
う
長
さ
だ
っ
た
。
そ
れ
を
二
〇
間
ず
つ
九
九
の
丁
場
に
分
割
し
、
造

成
し
て
い
る
。

　

堤
普
請
は
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
十
二
月
に
始
ま
り
、
同
七
年
二
月
二
十
三
日

の
潮
留
で
一
応
の
完
成
を
み
た
。
四
丁
場
分
が
潮
留
箇
所
で
あ
り
、
そ
の
当
日
は
、
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東
西
両
方
の
羽
口
（
堤
の
接
続
面
）
か
ら
同
時
に
工
事
を
始
め
、
堤
を
接
合
し
た
。

図
（
は
東
羽
口
の
よ
う
す
を
画
い
た
も
の
で
、
海
の
側
（
図
の
上
方
）
に
石
垣
が
、

内
側
に
土
手
が
築
か
れ
て
い
る
（
た
だ
し
谷
苔
六
が
紹
介
す
る
図
を
簡
略
化
し
て
い

る
）。
反
対
側
の
羽
口
と
の
ち
ょ
う
ど
中
間
ラ
イ
ン
に
は
、
四
斗
樽
の
浮
を
両
方
に

付
け
た
縄
が
張
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
を
め
が
け
て
堤
を
延
ば
し
て
い
っ
た
。
石
垣
の

外
に
は
持
溜
石
と
い
う
石
置
き
場
と
平
太
船
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
土
手
部
分

に
は
、
石
垣
の
す
ぐ
裏
、
中
央
部
分
、
内
側
の
部
分
と
、
三
な
い
し
四
ケ
所
に
土
俵

か
石
俵
か
が
海
に
向
か
っ
て
積
ま
れ
て
ゆ
く
よ
う
す
も
画
か
れ
て
い
る
。
潮
留
普
請

に
は
、
片
方
の
羽
口
だ
け
で
土
俵
一
万
五
千
俵
、
砂
俵
一
万
六
千
俵
が
用
意
さ
れ
、

そ
れ
を
使
っ
て
海
中
に
土
手
を
延
ば
し
て
ゆ
き
、
土
を
か
ぶ
せ
て
造
成
さ
れ
た
。
そ

の
た
め
に
必
要
な
石
俵
・
土
俵
を
は
じ
め
、
石
舁
棒
や
歩
板
、
土
手
の
な
か
に
敷
く

歯
朶
、
あ
る
い
は
縄
や
松
明
な
ど
の
資
材
や
用
具
は
藩
の
側
が
用
意
し
て
い
る
。

　

堤
の
先
端
に
は
「
御
紋
昇
」
や
「
御
紋
高
張
」
が
立
て
ら
れ
、
そ
の
下
に
藩
の
責

任
者
た
ち
が
居
並
ん
だ
。
そ
の
目
の
前
で
作
業
に
あ
た
っ
た
も
の
を
ま
と
め
た
「
役

配
」
を
、
表
（
に
示
し
て
お
い
た
。
全
体
は
、
外そ
と
が
わ輪

（
図・

の
A
～
C
）・
内う
ち
が
わ輪

（
図

の
D
～
F
）・
そ
れ
以
外
、
に
三
区
分
さ
れ
て
い
る
。
外
輪
は
石
垣
部
分
の
造
成
を
、

内
輪
は
土
手
部
分
の
造
成
を
主
に
担
当
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
は
「
見
合
」
と
し
て
担

当
役
人
・
そ
の
配
下
の
手
子
、
ま
た
庄
屋
な
ど
村
役
人
数
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

外
輪
の
「
見
合
」
は
石
垣
の
上
に
、
内
輪
は
F
に
、
そ
れ
以
外
は
G
と
、
担
当
範
囲

で
の
作
業
を
監
督
で
き
る
場
所
に
陣
取
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
ら
「
見
合
」
の
下
で
、
片
羽
口
だ
け
で
「
雇
」
と
「
地
下
」
あ
わ
せ
て

一
五
〇
〇
人
が
使
役
さ
れ
て
い
た
。
同
書
に
紹
介
さ
れ
る
図
（
も
参
照
し
つ
つ
、
作

業
内
容
を
再
現
し
て
み
よ
う
。

a
　
石
垣
の
造
成

　

ま
ず
「
外
輪
関
留
」
の
な
か
で
も
、石
垣
部
分
の
造
成
に
あ
た
っ
た
図・

の
B
に
は
、

小
頭
率
い
る
石
組
三
〇
人
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。「
石
船
ノ
者
雇
」
と
あ
る
よ
う
に

区 分 配置 仕 役 人数 小頭 才料 備 考

外輪関留

Ａ
持溜石持運夫 （0 （ 雇出

持溜石積船 （艘 雇

Ｂ
石組 （0 （ 石船の者雇

石俵・土俵羽口付夫 （（ （ 雇，心得候者雇入の事

Ｃ

石俵持俵夫 （0 （ 地下

土俵持運夫 （0 （ 地下

石俵土俵繰出夫 （0 （ 地下

内輪関留

Ｄ 内輪土俵付夫 （（ （ 雇，心得候者雇入の事

Ｅ 鍬引夫 （0 （ 雇

Ｆ

石俵持運夫 （0 （ 地下

土俵持運夫 （0 （ 地下

繰出夫 （0 （ 地下

見合

Ｃ 羽口砂引おろし夫 （0 （ ２番ニして雇

Ｇ
砂持夫 （00 （（ 地下夫２番ニして

砂入夫 （0 （ 地下夫２番ニして

表 1　西浦新開作潮留口における「役配」（片羽口分）

典拠：谷苔六『周防西ノ浦新開作の研究』防長文化研究会，（（（（ 年，（（～（（ 頁。
配置Ａ～Ｇは，図 （を参照。
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石
船
の
な
か
か
ら
調
達
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
堤
の
個
々
の
丁
場
を
担
当
し
た
集
団
と

し
て
三
〇
人
は
大
き
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。
複
数
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
の
石
は
、
A
に
あ
る
持
溜
石
か
ら
持
溜
石
運
夫
六
〇
人
と
積
船
五
艘
で

運
び
こ
ん
だ
。
う
ち
積
船
は
図
の
な
か
で
は
「
石
船
平
太
五
艘
、
三
人
乗
」
と
い
い

か
え
ら
れ
て
お
り
、
石
船
か
ら
選
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
持
溜
石
運
夫
に
つ

い
て
は「
石
カ
キ（
舁
）夫
」と
図
で
は
書
か
れ
て
い
る
。
小
頭
四
人
の
率
い
る「
雇
」

だ
が
、
こ
れ
も
石
船
か
ら
調
達
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
判
断
が
難
し
い
。
と
は
い
え
石

輪
四
〇
差
シ
・
石
目
籠
二
〇
個
・
石
舁
棒
三
〇
本
と
い
う
、
石
を
運
ぶ
た
め
の
用
具

は
藩
の
側
が
用
意
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
の
作
業
が
格
段
の
熟
練
を
要
し

な
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
る
。

b
　
土
手
の
造
成

　

つ
ぎ
に
土
手
部
分
の
造
成
の
た
め
に
は
、
B
と
D
と
い
う
羽
口
の
突
先
部
分
に

一
五
人
ず
つ
の
羽
口
夫
が
配
置
さ
れ
る
。
と
も
に
水
中
に
浸
か
り
つ
つ
石
俵
・
土
俵

を
積
み
上
げ
、
堤
の
形
を
造
っ
て
ゆ
く
作
業
に
あ
た
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
小
頭
に
率
い

ら
れ
る
が
、
作
業
内
容
か
ら
い
っ
て
も
石
船
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

な
お
B
で
羽
口
夫
を
率
い
た
小
頭
は
岩
国
ノ
仁
右
衛
門
だ
し
、
D
の
小
頭
は
三
田

尻
千
代
松
だ
っ
た
。
向
か
い
側
の
西
羽
口
で
も
下
松
や
小
郡
な
ど
の
も
の
が
配
置
さ

れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
谷
苔
六
が
紹
介
す
る
な
か
に
、
丁
場
全
体
の
請
負
状
況
を
示
す
図
も
あ

る
。
潮
留
口
な
ど
の
御
手
丁
場
を
除
い
た
各
丁
場
に
つ
い
て
名
前
が
書
き
込
ま
れ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
隣
の
開
作
と
接
す
る
南
側
の
堤
で
は
一
丁
場
に
一
人
が
中

心
だ
が
、
佐
波
川
に
接
す
る
北
側
で
は
一
丁
場
二
人
が
最
も
多
い
。
さ
ら
に
海
に
面

す
る
西
側
の
堤
と
な
る
と
、
四
～
六
人
程
度
が
ま
と
ま
っ
て
記
さ
れ
る
丁
場
が
目
立

つ
。
そ
う
し
た
請
負
人
は
一
一
一
人
を
数
え
ら
れ
る
が
、
複
数
共
同
し
て
丁
場
を
担

当
す
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
。

　

そ
の
名
前
の
な
か
に
、
潮
留
の
羽
口
夫
小
頭
を
み
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

が
石
船
の
小
集
団
を
率
い
る
も
の
な
の
か
砂
船
な
の
か
、
断
定
は
難
し
い
が
、
羽
口

夫
と
い
っ
て
石
船
と
は
区
別
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
砂
船
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思

う
（
11
（

。
堤
の
丁
場
請
負
人
の
な
か
か
ら
羽
口
夫
の
小
頭
が
選
抜
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
た
「
心
得
候
者
雇
入
の
事
」
と
注
記
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
羽
口
夫
が
作
業
に
一

定
の
「
心
得
」
が
あ
る
、
経
験
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
谷
苔
六
に
よ
る
つ
ぎ
の
記
述
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

汐
留
工
事
に
際
し
、
羽
口
の
水
中
に
入
り
、
投
入
せ
る
土
俵
を
手
玉
の
如
く
受

図 2　西ノ浦新開作における潮留箇所（片羽口分）

谷苔六『周防西ノ浦新開作の研究』（防長文化研究会，（（（（ 年，（（ 頁挿入図）より作成。

図中の　　　　は石垣を，　　　・は土手を示している。
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取
り
、
之
を
水
中
に
踏
込
み
踏
込
み
、
大
に
奮
闘
し
た
る
者
二
人
あ
り
、
其
東

口
に
当
れ
る
を
本
村
住
国
弘
甚
蔵
と
云
ひ
、
西
口
に
当
れ
る
を
佐
野
村
住
力
士

小
石
川
と
い
へ
り

ど
う
い
っ
た
史
料
を
根
拠
に
し
た
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
羽
口
夫
に
は
、
水
中
で

の
作
業
を
も
の
と
も
し
な
い
剛
毅
さ
と
、
筋
力
の
強
さ
が
求
め
ら
た
ら
し
い
。
素
手

で
土
俵
な
り
石
俵
な
り
を
積
み
上
げ
る
、そ
の
限
り
で
は
単
純
労
働
に
違
い
な
い
が
、

か
と
い
っ
て
誰
と
で
も
代
替
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
特
定
の
人
物

が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
本
村
と
は
西
ノ
浦
の
こ
と
で
、
佐
野
村
と

は
佐
波
川
を
挟
ん
で
隣
接
す
る
村
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
相
撲
取
の
よ
う
な
、
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
労
働
力
は
地
元
で
も
調
達
さ
れ
え
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
E
に
置
か
れ
た
鍬
引
夫
一
〇
人
は
、
B
・
D
の
羽
口
夫
が
積
み
上
げ
た
土

俵
・
石
俵
の
う
え
に
、
鍬
を
使
っ
て
土
を
水
中
に
引
き
下
ろ
す
作
業
に
あ
た
っ
た
。

こ
れ
も
小
頭
に
率
い
ら
れ
た
「
雇
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。「
心
得
候
者
」
の
注
記
は

み
え
な
い
が
、
小
頭
は
三
田
尻
伊
世
熊
で
あ
り
、
や
は
り
堤
丁
場
の
担
当
者
だ
っ
た
。

水
際
で
の
作
業
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
専
門
業
者
か
ら
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。

・・

羽
口
の
最
前
線
に
立
っ
て
、
石
垣
を
積
み
上
げ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
石
俵
や
土

俵
を
使
っ
て
土
手
を
造
る
作
業
に
も
、
一
定
度
の
経
験
や
筋
力
な
ど
個
人
と
し
て
の

資
質
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
作
業
の
統
括
に
は
、
他
の
丁
場
で
の
石
垣

な
い
し
土
手
の
請
負
人
が
小
頭
と
し
て
配
置
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
作
業
ユ
ニ
ッ
ト
を

な
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
も
の
た
ち
を
「
雇
」
と
表
現
す
る
わ
け
で
あ
る
。

c
　
石
俵
・
土
俵
・
土
の
供
給

　

以
上
に
加
え
て
補
助
的
な
労
働
が
あ
り
、「
雇
」
に
対
し
て
「
地
下
」
と
さ
れ
る

も
の
が
た
く
さ
ん
必
要
だ
っ
た
。
し
か
も
「
雇
」
は
全
体
の
一
二
%
ほ
ど
で
し
か
な

く
、
人
数
の
う
え
で
は
大
部
分
を
「
地
下
」
が
占
め
て
い
た
。
そ
の
調
達
の
よ
う
す

を
表
（
に
ま
と
め
て
み
た
。

　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、
三
田
尻
宰
判
の
一
五
ケ
村
か
ら
拠
出
さ
れ
て
い
る
。
村

村 人夫

内 訳

石俵
持夫 才料 土俵

持夫 才料
石俵土
俵船積
繰出夫

才料 砂入夫 才料 荒物持
運夫 才料 篝明

松夫 才料 砂持夫 才料

東羽
口

西佐波 （（（ （0 （ （（ （ （（ （
仁井令 （（（ （0 （ （0（ （
伊佐江 （（（ （0 （ （0 （
三田尻 （（ （0 （ （（ （
東佐波 （（（ （0 （ （（0 （
古浜 （（（ （0 （ （0 （ （（ （ （（（ （0
西浦浜 （0 （（ （
新田 （（（ （（（ （

小計 （（（（ （0 （ （0 （ （0 （ （0 （ （（ （ （（ （ （0（ （（

西羽
口

西浦 （（ （0 （ （0 （
向島 （（ （（ （
切畑 （（ （（ （
田島 （0（ （0 （ （（（ （
植松 （（（ （0 （ （0（ （

右田
（（（ （0 （ （0 （ （0 （ （（ （ （0 （ （0（ （（

（0 （
江泊 （0 （（ （

小計 （（（（ （0 （ （0 （ （0 （ （0 （ （（ （ （0 （ （（（ （（

表 2　西浦新開作潮留のさいの村別出夫

典拠：谷苔六『周防西ノ浦新開作の研究』防長文化研究会，（（（（ 年，（（～（0 頁。
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ご
と
に
み
る
と
、
い
ず
れ
の
村
も
砂
持
夫
は
拠
出
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
「
地

下
」
の
七
割
＝
九
〇
〇
人
近
く
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、図
（・

G
に
配
置
さ
れ
、

E
鍬
引
夫
な
ど
が
水
中
に
引
き
下
ろ
す
た
め
の
土
を
二
交
代
で
補
給
す
る
も
の
だ
っ

た
。
鍬
を
め
い
め
い
に
持
参
さ
せ
て
い
る
が
、
筋
力
も
さ
ほ
ど
は
必
要
と
し
な
い
、

最
も
簡
単
な
作
業
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
潮
留
作
業
に
間
に
合
う
よ
う
土
を
運
び
入
れ

る
に
は
、
た
く
さ
ん
の
人
手
を
要
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
B
・
D
の
羽
口
際
で
羽
口
夫
が
積
み
上
げ
る
石
俵
・
土
俵
は
、
堤
の
外
側
と

内
側
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
船
で
運
び
こ
ま
れ
た
。
こ
れ
を
船
か
ら
船
積
出
夫
一
〇
人
ず
つ

が
船
か
ら
運
び
出
し
、
堤
の
上
の
石
俵
・
土
俵
置
所
ま
で
運
び
上
げ
た
（
船
積
出
夫

は
表
（
「
役
配
」
に
は
み
え
な
い
）。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
繰
出
夫
一
〇
人
ず
つ
と
、

C
・
F
に
い
た
石
俵
・
土
俵
持
運
夫
四
〇
人
ず
つ
が
羽
口
際
ま
で
運
ん
で
羽
口
夫
に

渡
し
た
。
限
ら
れ
た
時
間
に
一
挙
に
搬
送
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
も
た

く
さ
ん
配
置
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
も
単
純
労
働
で
は
あ
る
が
、
重
量
の
あ
る

石
俵
・
土
俵
を
運
ぶ
こ
と
か
ら
、
あ
る
程
度
の
筋
力
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
た
め
砂
持
夫
と
は
別
に
村
々
に
割
り
当
て
、
そ
れ
ぞ
れ
で
一
定
の
選
別
を
経
て

拠
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
地
下
夫
は
拠
出
の
段
階
で
二
〇
人
に
一
人
の
才
料
と
セ
ッ
ト
と
さ
れ

た
。
こ
れ
を
基
礎
単
位
と
し
て
、
必
要
数
に
応
じ
て
二
組
、
三
組
と
組
み
合
わ
せ
て

い
る
。「
雇
」
は
丁
場
請
負
人
＝
小
頭
が
差
配
し
た
の
に
対
し
て
、「
地
下
」
は
拠
出

元
の
村
々
の
村
役
人
や
才
料
と
い
う
、
つ
ま
り
は
開
作
普
請
に
は
素
人
で
あ
る
は
ず

の
も
の
が
統
括
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
潮
留
普
請
に
あ
た
っ
た
労
働
力
に
は
何
種
類
か
が
あ
っ
た
。
ま

ず
石
垣
を
造
成
す
る
石
組
が
あ
り
、
ま
た
石
俵
や
土
俵
、
あ
る
い
は
土
を
使
っ
た
土

手
の
造
成
も
、
遠
隔
地
か
ら
の
請
負
人
が
統
括
し
た
。
さ
ら
に
人
数
の
う
え
で
は
そ

れ
ら
を
ず
っ
と
上
回
っ
た
補
助
労
働
が
別
に
あ
り
、
こ
ち
ら
は
地
元
の
村
々
か
ら
、

作
業
内
容
の
違
い
も
考
慮
し
つ
つ
拠
出
さ
れ
て
い
た
（
1（
（

。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
短
時
間
に
大
量
の
労
働
力
を
投
下
し
て
実
施
さ
れ
た
潮
留
の

事
例
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
一
般
の
丁
場
も
や
は
り
石
垣
と
土
手
か
ら
な
っ
て
い

た
の
だ
か
ら
、
規
模
こ
そ
ち
が
え
、
労
働
編
成
の
仕
方
は
同
じ
と
み
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
の
さ
い
、
石
積
み
だ
け
で
は
な
く
て
、
土
手
部
分
の
造
成
に
も
請
負
人
が

か
か
わ
っ
て
い
た
理
由
に
つ
い
て
以
上
か
ら
想
定
で
き
る
の
は
、
単
純
な
労
働
で
は

あ
れ
、
筋
力
や
剛
毅
さ
、
あ
る
程
度
の
経
験
な
ど
、
個
々
人
の
資
質
が
重
視
さ
れ
る

局
面
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
な
る
。

　

し
か
し
、
地
元
の
村
々
か
ら
拠
出
さ
れ
る
な
か
に
も
、
一
定
度
の
選
抜
を
経
て
選

ば
れ
た
船
積
出
夫
や
持
出
夫
が
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
筋
力
と
い
う
だ
け
な
ら
、
そ

れ
ら
と
格
段
の
ち
が
い
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
し
、
何
よ
り
人
数
の
う
え
で
は
大

部
分
を
周
辺
の
村
々
か
ら
調
達
し
え
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
羽
口
夫
に
も
地
元
か
ら

力
自
慢
の
も
の
が
調
達
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
な
ぜ
わ
ざ
わ

ざ
単
純
な
作
業
の
一
部
を
、
遠
隔
地
か
ら
の
専
門
的
な
請
負
人
な
い
し
労
働
力
に
担

わ
せ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
ど
う
い
っ
た
要
請
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）
妻
崎
開
作
で
の
潮
留
普
請

　

つ
ぎ
に
潮
留
の
よ
う
す
が
具
体
的
に
わ
か
る
例
と
し
て
、
藩
営
の
妻
崎
開
作
も
と

り
あ
げ
て
み
よ
う
（
11
（

。
こ
の
開
作
は
妻
崎
新
開
作
に
先
だ
っ
て
、
厚
東
川
河
口
に
文
化

十
四
年（
一
八
〇
七
）に
造
成
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
堤
は
、
厚
東
川
に
面
し
た
東
側

五
六
六
間
と
、海
に
面
し
た
南
側
の
沖
土
手
四
一
八
間
の
二
方
向
に
造
ら
れ
て
い
る
。

　

一
丁
場
二
〇
間
ず
つ
、
全
部
で
五
八
に
分
割
さ
れ
た
丁
場
の
う
ち
、
三
丁
場
分
、

計
六
〇
間
分
が
潮
留
口
と
さ
れ
た
。
そ
の
羽
口
に
お
け
る
担
当
者
の
概
要
を
表
（
に

示
し
て
お
い
た
。
同
じ
史
料
に
添
付
さ
れ
た
図
（
と
も
あ
わ
せ
て
、
一
人
ず
つ
お
か

れ
た
「
役
人
衆
」
の
配
置
を
み
れ
ば
、
A
石
垣
の
先
端
部
・
C
土
手
の
先
端
部
・
H

そ
れ
以
外
と
、
ち
ょ
う
ど
西
ノ
浦
新
開
作
で
の
外
輪
・
内
輪
・
そ
れ
以
外
と
同
じ
よ

う
に
区
分
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
ら
「
役
人
衆
」
が
見
守
る
な
か

で
行
わ
れ
た
作
業
の
よ
う
す
を
再
現
し
て
み
よ
う
。

　

図
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
両
方
の
羽
口
を
結
ん
で
〆
縄
が
張
ら
れ
て
お
り
、
中
央
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部
の
海
中
に
は
東
と
西
と
書
い
た
幟
が
二
本
が
立
っ
て
い
た
。
東
西
ど
ち
ら
が
早
く

到
達
す
る
か
、
競
わ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
羽
口
部
分
に
は
、
〆
縄
の
外
に
い

さ
ば
船
一
五
艘
と
平
太
船
二
〇
艘
が
乗
り
付
け
て
い
る
。
い
さ
ば
船
は
石
を
積
ん
で

前
日
か
ら
待
機
し
て
い
た
も
の
で
、
潮
が
引
く
ま
で
の
間
に
、
指
図
に
従
っ
て
〆
縄

の
外
へ
石
を
投
げ
込
み
、
終
わ
れ
ば
た
だ
ち
に
海
へ
出
た
。
こ
の
い
さ
ば
船
の
作
業

で
「
汐
を
切
」
っ
た
あ
と
、
こ
ん
ど
は
平
太
船
が
持
溜
石
か
ら
石
を
運
び
込
み
、
〆

縄
の
場
所
へ
投
げ
込
ん
だ
。

　

そ
う
し
て
船
か
ら
投
げ
込
ん
だ
石
を
使
っ
て
石
垣
に
積
み
上
げ
た
の
が
、
石
垣
の

突
先
A
に
い
た
石
頭
（
11
（

と
石
組
六
人
で
あ
る
。
も
っ
と
も
同
じ
場
所
に
は
小
頭
と
手
ノ

者
八
人
も
配
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
役
割
は
、
引
き
汐
が
強
く
石
積
み
の
作
業
が
難

航
す
れ
ば
、
石
頭
が
、「
小
頭
之
者
申
合
、
彼
ノ
手
ノ
者
と
も
ゝ
ゝ
近
キ
所
之
石
を

か
る
子
を
以
取
出
シ
、
組
候
中
ニ
ハ
潮
干
可
申
」
と
、
小
頭
と
相
談
し
て
手
ノ
者
を

使
っ
て
軽
籠
で
石
を
運
ば
せ
、
石
積
み
を
手
伝
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

な
お
潮
留
で
は
な
く
一
般
の
堤
普
請
に
つ
い
て
は
、
担
当
し
た
役
人
に
宛
て
た
心

位置 役人等 配 下
A 役人衆 （人

手子 （人
小頭 （人　 手ノ者 （人
石頭 （人　 石組 （人

B 小頭 （人　 手ノ者 （（ 人
C 役人衆 （人

手子 （人
小頭 （人　 手ノ者 （人

D 小頭 （人　 手ノ者 （（ 人
E 手子 （人 引落夫

庄屋 （人　
H 役人衆 （人 鍬入夫

手子 （人
庄屋 （人
才料 （人

G 手子 （人 土持夫
庄屋 （人

J 手子 （人 土持夫
庄屋 （人

F 手子 （人 用心夫
庄屋 （人

I 畔頭 （人 人夫 （人
典拠：塩田家文書 （0（「長浜妻崎開作一件」。

表 ３　妻崎開作潮留口における役人等の配置
（片羽口分）

図 ３　妻崎開作における潮留箇所（片羽口分）

山口県文書館塩田家文書 （0（「長浜妻崎開作一件」より作成。
図中　　　　　　　は〆縄を示している。
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得
書
が
残
っ
て
い
る
（
11
（

。
そ
の
な
か
で
石
垣
方
の
役
人
の
心
得
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
示

さ
れ
て
い
る
。

鼠
色
之
泥
之
様
成
石
ヲ
ハ
勿
論
被
差
除
、
舟
積
之
石
三
ツ
ニ
撰
分
ケ
、
大
之
分

表
石
垣
ニ
入
□
ニ
組
、
其
次
之
分
裏
石
ニ
組
、
小
ノ
分
中
込
ニ

、
尤
石
垣
石

与
細
キ
石
と
ハ
直
段
も
違
い
候
事
ニ
付
、
中
込
ミ
と
候
而
も
操
石
ニ
似
寄
候
分

ハ
被
差
除
、
随
分
透
キ
無
之
様
ニ
詰
組
ニ

、
猶
又
込
ミ
石
之
分
外
ゟ
差
込
置

候
而
ハ
浪
ニ
擲
出
シ
候
事
ニ
付
、
込
ミ
石
を
入
置
候
而
、
其
上
江
石
組
か
け
候
様

ニ
、
又
ハ
内
ゟ
外
江
込
ミ
候
様
成
共
、
不
絶
手
堅
可
有
御
申
付
候

石
船
で
運
ば
れ
て
き
た
石
は
均
質
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
ま
ず

鼠
色
の
泥
の
よ
う
な
も
の
を
除
け
、
そ
の
う
え
で
三
つ
の
大
き
さ
に
分
け
て
、
大
は

表
石
垣
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
は
裏
石
、
小
は
中
込
み
と
、
用
途
に
応
じ
て
用
い
る
よ

う
に
。
ま
た
込
み
石
が
波
で
叩
き
出
さ
れ
な
い
よ
う
工
夫
さ
せ
よ
、
な
ど
の
配
慮
が

記
さ
れ
て
い
る
。石
積
み
に
は
こ
う
し
た
一
定
の
知
識
な
い
し
経
験
が
必
要
だ
っ
た
。

と
は
い
え
潮
留
の
現
場
で
は
、
石
組
以
外
の
も
の
に
も
石
を
集
め
て
石
積
み
を
手
伝

わ
せ
て
い
た
こ
と
を
み
れ
ば
、
作
業
自
体
に
さ
ほ
ど
の
熟
練
は
要
さ
な
か
っ
た
と
も

思
え
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
A
の
す
ぐ
際
、
石
垣
に
接
す
る
土
手
部
分
B
に
も
小
頭
と
手
ノ
者
一
五
人

が
い
た
。
こ
れ
は
、
土
手
の
上
に
積
ま
れ
た
持
溜
め
土
を
引
き
下
ろ
し
て
石
垣
の
際

へ
引
き
寄
せ
、
歯
朶
を
敷
き
詰
め
る
作
業
に
あ
た
っ
て
い
る
。
A
と
B
と
で
外
側
の

石
垣
と
、
接
す
る
土
手
部
分
と
を
造
成
し
て
い
っ
た
。

　

一
方
で
内
側
に
あ
た
る
C
に
は
小
頭
一
人
と
手
ノ
者
八
人
、
D
に
は
小
頭
一
人
と

手
ノ
者
一
五
人
が
配
置
さ
れ
る
。
C
で
は
石
俵
を
積
み
な
が
ら
、
向
か
い
側
の
羽
口

に
向
け
て
水
中
に
延
ば
し
て
ゆ
き
、
D
で
は
土
を
か
き
寄
せ
て
C
の
造
っ
た
石
俵
の

列
を
補
強
し
た
。

　

こ
う
し
て
外
側
の
石
垣
と
内
側
の
石
俵
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
状
に
し
た
外

枠
を
ま
ず
造
っ
た
。
こ
こ
ま
で
を
担
当
し
た
A
～
D
は
、
石
頭
に
率
い
ら
れ
た
石
組

と
、
四
人
の
小
頭
が
そ
れ
ぞ
れ
に
率
い
る
手
ノ
者
で
あ
り
、
西
ノ
浦
新
開
作
に
い
う

「
雇
」
に
相
当
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
さ
い
西
ノ
浦
新
開
作
で
は
と
も
に
小
頭
と

記
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
石
頭
と
小
頭
と
が
区
別
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
両
者
は
別
の
も
の
と
い
う
べ
き
で
、
小
頭
と
あ
る
の
は
砂
船
し
か
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
（
11
（

。

　

そ
う
し
て
外
枠
を
造
り
つ
つ
内
部
を
土
で
埋
め
て
い
く
、
こ
の
作
業
を
繰
り
返
す

こ
と
で
、
徐
々
に
堤
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
大
量
に
必
要
な
土
は
、
土
手

の
中
央
部
に
持
溜
土
と
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
E
に
い
る
「
引
落
夫
」
が
水

際
ま
で
引
き
落
と
し
た
。
こ
れ
は
庄
屋
が
率
い
て
い
る
の
で
、
西
ノ
浦
新
開
作
に
い

う
「
地
下
夫
」
に
相
当
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
妻
崎
開
作
で
は
、「
土
手
内
腹

之
土
を
銭
持
を
以
埋
候
」
と
あ
る
よ
う
に
「
銭
持
」
に
担
当
さ
せ
て
い
た
。
堤
の
普

請
に
つ
い
て
の
担
当
役
人
の
日
記
を
み
る
と
、
こ
の
「
銭
持
」
が
毎
日
の
よ
う
に
登

場
す
る
（
11
（

。
た
と
え
ば
九
月
二
十
六
日
に
「
三
十
八
番
・
九
番
・
四
拾
番
ニ
而
五
丁
場

銭
持
、
八
百
目
余
払
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文
字
通
り
日
銭
を
支
払
っ
て
、
周
辺
か

ら
労
働
力
を
調
達
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
銭
持
」
に
よ
っ
た
「
引
落
夫
」
は
、
C
と
D
の
手
ノ
者
が
土
手
と
し
て
整
形
し

て
ゆ
く
た
め
の
土
を
供
給
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
持
溜
土
に
土
を
供
給
す
る
の
が
、
や

は
り
庄
屋
に
率
い
ら
れ
た
H
「
鍬
入
夫
」・
J
「
土
持
夫
」
で
、
う
ち
「
土
持
夫
」

は
二
交
代
で
土
を
運
び
入
れ
た
。
こ
れ
ら
と
別
に
配
置
さ
れ
た
F
「
用
心
夫
」
は
、

羽
口
が
危
急
の
さ
い
に
、
A
・
B
の
作
業
を
手
伝
っ
た
。

　

羽
口
の
水
際
に
立
っ
て
石
垣
や
土
手
を
造
成
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
統
括
者
に

率
い
ら
れ
た
石
船
や
砂
船
の
小
集
団
か
ら
な
り
、
そ
れ
に
土
な
ど
を
供
給
す
る
補
助

的
な
労
働
力
は
、地
元
の
村
役
人
な
ど
に
率
い
ら
れ
て
後
方
に
配
置
さ
れ
る
と
い
う
、

西
ノ
浦
新
開
作
と
同
じ
く
二
重
の
構
成
か
ら
な
っ
て
い
た
。

（
三
）
作
業
ユ
ニ
ッ
ト
の
自
律
性

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
石
頭
お
よ
び
小
頭
が
率
い
る
手
ノ
者
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も

「
人
撰
を
以
て
連
れ
出
し
」
と
、
石
頭
・
小
頭
が
選
定
し
た
特
定
の
人
物
を
配
置
す
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る
と
注
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
小
頭
の
心
得
の
な
か
に
あ
る
、
つ
ぎ
の
箇
所
を
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
A

に
配
置
さ
れ
た
小
頭
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

…
且
又
小
頭
之
者
ハ
石
之
手
仕
寄
向
羽
口
之
石
垣
与
不
行
合
中
ニ
汐
満
来
候
様

ニ
相
考
候
ハ
ヽ
、
囲
い
夫
之
内
剛
丈
成
人
呼
取
、
持
溜
石
を
か
る
子
を
以
舁
寄

さ
せ
、
小
頭
手
ノ
者
・
石
組
之
者
入
は
ま
り
満
汐
之
防
キ
可
仕
候
、
夫
ニ
而
茂

無
心
元
候
ハ
ヽ
、
囲
い
夫
を
以
土
俵
取
寄
、
小
口
積
ニ

能
々
踏
付
、
其
内
江

畳
を
建
、
土
引
寄
、
汐
留
可
仕
候
、
此
所
作
之
儀
ハ
至
而
危
急
之
場
相
、
尋
常

ニ
而
ハ
無
之
候
、
若
其
期
ニ
至
り
候
ハ
ヽ
、
四
人
之
小
頭
一
ツ
ニ
相
集
、
手
ノ

者
を
も
励
せ
、
身
ニ
引
受
其
防
キ
可
仕
候
、
誠
ニ
危
急
之
節
壱
方
防
キ
之
た
め
、

手
ノ
者
を
も
人
撰
を
以
連
出
候
様
ニ
仕
法
立
相
成
候
、
土
持
其
外
ハ
荒
手
入
替

相
働
せ
候
得
共
、
小
頭
手
ノ
者
ハ
人
柄
撰
を
以
、
其
頭
江々
相
任
せ
候
儀
ニ
候

故
、
手
代
り
も
無
之
、
骨
折
不
大
形
事
候
得
と
も
、
此
段
令
勘
弁
、
抽
而
可
遂

出
情
候
事

　

外
側
（
A
・
B
）
の
石
垣
と
内
側
（
C
・
D
）
の
石
俵
、
そ
れ
ぞ
れ
で
外
枠
を
造
っ

て
ゆ
く
作
業
は
、
潮
が
満
ち
る
前
に
完
了
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
枠
さ
え
で
き
て

し
ま
え
ば
、
土
手
内
部
の
土
は
あ
と
か
ら
埋
め
れ
ば
済
む
が
、
も
し
完
了
で
き
な
け

れ
ば
そ
こ
か
ら
潮
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
も
満
潮
の
な
か
で
は
石
積
み
・
石

俵
積
み
の
作
業
は
不
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
潮
留
自
体
が
失
敗
に
帰
し
て
し
ま
う
こ

と
を
最
も
警
戒
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
も
し
反
対
側
の
羽
口
と
の
接
合
が
間
に
合
わ
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、「
囲

い
夫
」（
F
「
用
心
夫
」
の
こ
と
）
か
ら
「
剛
丈
」
な
も
の
を
選
ん
で
石
を
軽
籠
で

掻
き
集
め
さ
せ
、
手
ノ
者
・
石
組
と
一
緒
に
な
っ
て
潮
を
防
が
せ
る
。
そ
れ
で
も
間

に
合
い
そ
う
に
な
け
れ
ば
、「
囲
い
夫
」
に
土
俵
を
取
っ
て
こ
さ
せ
、
畳
も
立
て
て

潮
留
を
せ
よ
。
通
常
は
な
い
緊
急
事
態
だ
が
、
も
し
そ
う
な
っ
た
ら
A
～
D
の
四
人

の
小
頭
が
一
緒
に
な
り
、
手
ノ
者
を
励
ま
し
対
応
せ
よ
。
そ
の
た
め
に
手
ノ
者
は
人

選
さ
せ
た
も
の
を
配
置
し
て
い
る
は
ず
だ
。
土
持
の
よ
う
に
新
手
と
交
代
で
き
る
も

の
と
は
違
っ
て
大
変
だ
が
、
よ
く
心
し
て
作
業
に
臨
む
よ
う
。
大
方
以
上
の
よ
う
な

趣
旨
が
書
か
れ
て
い
る
。

　

同
様
な
こ
と
は
、
B
～
D
の
小
頭
に
も
い
わ
れ
て
お
り
、
危
急
の
さ
い
に
は
四
人

が
一
致
し
て
、
手
ノ
者
を
使
っ
て
対
応
に
当
た
る
こ
と
と
あ
る
。
A
～
D
に
配
属
さ

れ
た
小
頭
四
人
が
、
作
業
の
進
捗
状
況
を
た
え
ず
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、「
囲

い
夫
」
に
応
援
を
求
め
た
り
、
さ
ら
に
は
内
側
（
C
・
D
）
の
作
業
を
中
断
し
て
、

海
側
（
A
・
B
）
の
石
垣
造
成
に
全
力
を
傾
注
さ
せ
る
。
そ
う
い
っ
た
作
業
全
体
の

判
断
を
、
瞬
時
に
的
確
に
行
な
わ
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
そ
の
配
下
で
働
く
手
ノ
者
は
、
限
ら
れ
た
時
間
の
う
ち
に
、
押
し
寄
せ
る

潮
に
屈
せ
ず
造
成
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
筋
力
、
精
神
力
に
お
け
る
強
靱
さ
が
ま

ず
は
求
め
ら
れ
た
ろ
う
。
し
か
も
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
小
頭
の
指
揮
に
従
っ
て
、

い
わ
ば
そ
の
手
足
の
よ
う
に
な
り
作
業
に
従
事
す
る
点
に
あ
っ
た
。
危
急
の
と
き
に

は
小
頭
四
人
が
連
携
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
し
た
事
態
に
一
体
と

な
っ
て
働
け
る
よ
う
人
選
を
さ
せ
て
い
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

・・

ま
た
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
造
成
の
最
前
線
で
働
く
石
組
に
も
当
て
は
ま
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
扱
う
素
材
が
石
か
、
石
俵
・
土
俵
な
い
し
砂
か
と
い
う
ち
が
い
は
あ
れ
、

水
中
に
浸
か
り
つ
つ
堤
を
造
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
点
に
即
せ
ば
、
小
頭
の
手
ノ
者
の

作
業
と
石
組
と
で
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
石
頭
や
小
頭
が
人
選
を
す
る
と
は
、
た
だ
単
に
個
人
の
技
量
や
、
筋

力
・
剛
毅
さ
を
基
準
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
い
ざ
と
い
う
と
き
、
統
括
者
の
指
揮

に
従
っ
て
機
敏
に
立
ち
働
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
の
も

の
だ
っ
た
。
個
々
の
労
働
力
の
資
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
作
業
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て

の
一
体
性
こ
そ
が
重
視
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
作
業
状
況
を
把
握
し
適
宜
指
揮
を
下

す
能
力
を
有
し
た
統
括
者
と
、
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
働
く
労
働
力
。
羽
口
付
近
の

緊
急
性
の
高
い
現
場
に
お
い
て
、
個
々
の
作
業
ユ
ニ
ッ
ト
に
は
こ
う
し
た
組
織
性
が

求
め
ら
れ
た
。

・・

念
の
た
め
に
記
し
て
お
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
指
揮
を
羽
口
際
に
い
る
藩
の
担
当
者
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が
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
ら
に
で
き
る
こ
と
は
、
石
頭
と
小
頭
を
励
ま
す
こ
と

で
し
か
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
持
溜
土
の
脇
に
は
長
持
が
お
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の

な
か
に
は
紙
で
包
ん
だ
握
飯
と
串
刺
し
の
蒟
蒻
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

此
分
ハ
羽
口
ニ
而
肝
要
之
場
所
江
被
召
仕
候
小
頭
四
人
・
石
頭
弐
人
代
り
々
々

呼
寄
、
本
〆
・
算
用
方
間
ゟ
抽
而
骨
折
之
段
挨
拶
ニ
而
認
さ
せ
候
歟
、
手
ノ
者
江

取
帰
給
せ
候
様
ニ
有
之
候
ハ
ヽ
、
猶
励
候
而
別
而
出
情
可
仕
哉
之
事

小
頭
四
人
・
石
頭
二
人
（
片
方
の
羽
口
に
は
石
頭
は
一
人
し
か
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
二
人
と
書
か
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
）
を
代
わ
る
が
わ
る
呼
び
寄
せ

て
、
本
〆
方
か
算
用
方
か
ど
ち
ら
の
役
人
よ
り
、
別
し
て
骨
折
り
だ
と
し
て
食
べ
さ

せ
て
や
り
、
ま
た
手
ノ
者
に
も
持
ち
帰
っ
て
食
べ
さ
せ
る
よ
う
に
と
い
え
ば
、
な
お

一
層
励
む
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
求
め
て
い
る
。
現
場
の
担
当
役
人
と

い
っ
て
も
、
作
業
に
就
く
個
々
人
を
直
接
管
理
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
ず
、
た

だ
食
べ
物
を
使
っ
て
、
石
頭
・
小
頭
を
通
し
て
督
励
す
る
の
が
精
々
の
と
こ
ろ
だ
っ

た
。

　

以
上
の
こ
と
は
、
堤
普
請
の
な
か
で
も
特
別
な
個
所
と
い
う
べ
き
潮
留
に
つ
い
て

の
、
な
か
で
も
さ
ら
に
緊
急
事
態
へ
の
対
応
に
つ
い
て
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
堤
普

請
の
請
負
人
た
ち
は
、
い
ざ
潮
留
に
配
置
さ
れ
れ
ば
、
こ
う
し
た
対
応
が
で
き
る
だ

け
の
能
力
を
要
請
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た
堤
普
請
で

も
、
度
合
い
や
頻
度
は
低
く
て
も
類
似
の
事
態
は
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
ら
の

有
す
る
専
門
性
と
は
、た
と
え
個
々
の
労
働
そ
れ
自
体
は
単
純
な
も
の
だ
と
し
て
も
、

集
団
と
し
て
の
組
織
性
に
こ
そ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

・・

潮
の
合
間
を
み
て
、
半
ば
水
に
浸
か
り
な
が
ら
石
垣
を
組
み
上
げ
、
背
後
の
土
手

を
造
っ
て
ゆ
く
。
危
険
を
伴
う
と
と
も
に
、
状
況
に
応
じ
た
機
敏
な
行
動
が
求
め
ら

れ
る
作
業
現
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
石
船
に
し
て
も
砂
船
に
し
て
も
集
団
的
な
組
織

性
が
発
揮
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
の
特
質
に
規
定
さ
れ
て
、
地
元

か
ら
寄
せ
集
め
た
労
働
力
で
は
な
く
、
こ
の
部
分
は
ど
う
し
て
も
専
門
的
な
作
業
集

団
に
委
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　

萩
藩
領
の
開
作
普
請
を
再
度
と
り
あ
げ
、
堤
普
請
に
か
か
わ
る
労
働
力
の
あ
り
方

を
み
て
き
た
。
以
前
の
論
稿
に
付
け
加
え
た
こ
と
を
、
も
う
一
度
ふ
り
か
え
っ
て
お

こ
う
。

　

ま
ず
開
作
の
堤
が
石
垣
と
土
手
の
二
重
構
造
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
堤
の
造
成
も
そ

の
二
つ
の
部
門
か
ら
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
を
担
当
し
た
の
は
、
石
船
（
石
組
）

と
砂
船
と
い
う
、
藩
領
で
い
え
ば
大
島
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
供
給
地
を
拠
点
と

す
る
出
稼
集
団
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
両
者
と
も
よ
り
具
体
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は

十
分
な
検
討
が
で
き
ず
、
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
少
な
く
と
も
前
稿
で

注
目
し
た
石
垣
だ
け
で
は
な
く
て
、
土
を
使
っ
た
土
手
部
分
の
造
成
に
つ
い
て
も
、

そ
う
し
た
集
団
が
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

ま
た
開
作
地
に
は
普
請
全
体
を
統
括
す
る
石
頭
（
な
い
し
棟
梁
）
が
お
り
、
そ
れ

を
介
し
て
請
負
人
が
普
請
に
参
加
し
て
い
た
と
以
前
の
べ
た
。
そ
の
さ
い
、
請
負

人
と
は
多
数
の
石
船
を
率
い
る
集
団
の
統
括
者
で
、
か
れ
が
丁
場
を
ま
と
め
て
請
け

負
っ
て
い
た
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
。
し
か
し
今
回
の
検
討
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、

普
請
当
初
の
入
札
に
参
加
す
る
の
は
そ
う
し
た
包
括
的
な
請
負
人
で
は
あ
れ
、
個
々

の
丁
場
を
少
人
数
か
ら
な
る
石
船
な
い
し
砂
船
が
直
接
に
請
け
負
っ
て
い
て
、
請
負

賃
も
直
接
に
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
ま
と
ま
っ
た
大
集
団
を
な
し

て
移
動
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
部
に
は
在
所
を
同
じ
く
す
る
小
集
団
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
て
普
請
に
関
与
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
石
垣
の
造
成
ば
か
り
か
、
よ
り
単
純
作
業
の
は
ず
の
土
手
の
造
成

に
つ
い
て
も
専
門
の
小
集
団
が
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
が
問
題
と

な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
人
と
し
て
求
め
ら
れ
た
専
門
的
な
技

能
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
石
積
み
に
つ
い
て
は
、
石
の
素
材
・
形
状
を
見
極
め
、
ま
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た
積
み
上
げ
方
に
つ
い
て
の
経
験
・
知
識
も
必
要
だ
っ
た
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
た

だ
そ
れ
が
、
専
門
の
用
具
を
介
し
て
発
揮
さ
れ
る
、
職
人
の
熟
練
労
働
と
ま
で
呼
べ

る
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
。
と
り
あ
げ
た
例
か
ら
は
、
求
め
ら
れ
る
度
合
い
は
低
い

も
の
と
思
わ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
の
事
例
に
も
あ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て

引
き
続
き
検
討
し
た
い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
個
々
人
の
能
力
と
は
ひ
と
ま
ず
別
に
、
数

人
規
模
の
協
業
に
よ
っ
て
初
め
て
遂
行
で
き
る
と
い
う
作
業
自
体
の
特
質
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
施
主
か
ら
提
示
さ
れ
た
仕
様
を
理
解
し
、
資
材
を
調
達
し
た
う
え
で
現

場
で
造
成
計
画
を
立
て
、作
業
の
指
揮
を
す
る
、こ
う
い
っ
た
統
括
者
が
不
可
欠
だ
っ

た
。
あ
わ
せ
て
、
石
垣
に
し
て
も
土
手
に
し
て
も
、
造
成
自
体
は
水
中
に
浸
か
り
つ

つ
潮
の
合
間
を
み
て
行
う
も
の
で
、機
敏
な
状
況
判
断
が
求
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
統
括
者
と
一
体
化
し
た
機
動
的
な
作
業
集
団
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
両
者
あ
い
ま
っ
て
、
個
々
の
作
業
自
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
み
る
と
、
熟
練
度

が
低
位
で
互
換
可
能
な
よ
う
に
み
え
た
と
し
て
も
、
集
団
と
し
て
の
組
織
性
は
必
須

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
普
請
現
場
で
の
労
働
編
成
や
調
達
の
仕
方
を
規
定
し
て
い
た

の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

近
世
社
会
に
は
「
日
用
」
労
働
が
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
存
在
し
た
。
本
来
、
自
身
の

肉
体
以
外
の
所
有
や
熟
練
か
ら
は
無
縁
だ
っ
た
か
ら
、
所
有
と
そ
の
相
互
認
知
の
た

め
の
集
団
を
基
礎
に
な
り
た
つ
近
世
の
職
分
の
な
か
で
、
異
端
的
な
位
置
を
し
か
占

め
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て
も
、
文
字
通
り
の
個
と
し
て
存
在

し
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
多
く
は
何
ら
か
の
共
同
性
を
有
し
た
し
、
な
か
に

は
そ
れ
な
り
に
強
固
な
集
団
化
を
遂
げ
る
場
合
も
み
ら
れ
た
（
11
（

。
も
っ
と
も
そ
う
で
あ

れ
ば
、
熟
練
と
も
所
有
と
も
無
縁
だ
っ
た
の
に
集
団
形
成
が
な
ぜ
み
ら
れ
た
の
か
、

そ
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
。
以
上
の
べ
き
た
っ
た
こ
と
は
、
普
請
現
場
で
み
い
だ
し

た
作
業
集
団
の
特
質
が
そ
の
契
機
の
一
つ
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、「
日
用
」
労
働
の
あ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
の
示
唆
に

な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

註（
（
）　

森
下　
徹
「
新
田
開
発
と
石
材
業
の
展
開
と
石
工
」（『
社
会
経
済
史
学
』
六
五
―
六
、
二
〇

〇
〇
年
）、
同
『
近
世
瀬
戸
内
地
域
の
労
働
社
会
』
渓
水
社
、
二
〇
〇
四
年
、
第
七
章
。

（
（
）　

妻
崎
新
開
作
の
概
要
に
つ
い
て
は
、『
宇
部
市
史　

通
史
編
下
』（
宇
部
市
、
一
九
九
二
年
、

六
四
四
～
六
五
九
頁
）
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）　

山
口
大
学
付
属
図
書
館
林
家
文
書
一
五
―
一
五
一
―
〇
八
「
秋
穂
浦
千
歳
浜
御
築
立
諸
控
」。

（
（
）（
（
）　

山
口
県
文
書
館
毛
利
家
文
庫
「
地
誌
」
七
二
「
船
木
妻
崎
御
開
作
一
件
」。

（
（
）　

毛
利
家
文
庫
「
地
誌
」
二
二
「
妻
崎
新
御
開
作
沙
汰
控
」。

（
（
）　

註（
（
）史
料
。

（
（
）　

そ
う
で
あ
れ
ば
石
船
自
身
が
、
施
主
（
藩
）
の
提
示
し
た
仕
様
書
に
し
た
が
っ
て
石
積
み

を
行
う
だ
け
の
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
十
月
の
段
階
で
、
開
作
方
頭
人
が
、

三
重
の
仕
様
を
止
め
て
二
重
に
し
、
そ
の
分
、
石
垣
の
勾
配
を
緩
く
す
る
変
更
計
画
を
検
討

し
た
こ
と
が
あ
る
。
各
地
の
石
垣
の
構
造
を
ふ
ま
え
て
も
、
そ
う
し
た
方
が
波
に
強
く
な
る

と
い
う
理
由
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
藩
庁
中
枢
に
上
申
し
た
書
状
の
な
か
で
、「
右
之
通
彼
是

詮
儀
仕
候
趣
ハ
、
当
節
備
前
其
外
自
他
国
ゟ
相
集
候
功
者
之
石
組
と
も
江
も
内
々
評
義
仕
ら
せ

承
合
候
上
」
の
こ
と
だ
と
の
べ
て
い
る
（
毛
利
家
文
庫
「
諸
省
」
四
二
九
「
船
木
宰
判
妻
崎

沖
開
作
聞
繕
書
」（『
山
口
県
史　

史
料
編
近
世
四
』
一
四
三
））。
そ
も
そ
も
各
地
か
ら
集
ま
っ

た
「
功
者
之
石
組
」
た
ち
が
、
石
垣
の
設
計
計
画
に
つ
い
て
の
意
見
を
い
い
、
原
案
を
変
更

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
仕
様
書
に
し
た
が
っ
て
石
積
み
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
石

垣
の
設
計
自
体
を
行
う
能
力
も
有
し
て
い
た
。

　
　
　

そ
う
し
た
設
計
計
画
に
つ
い
て
の
専
門
的
な
技
法
は
当
然
知
悉
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
が
、

個
々
人
に
よ
る
石
積
み
の
作
業
そ
の
も
の
に
専
門
性
を
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
の
か
、
判
断

に
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
ま
た
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

（
（
）　

毛
利
家
文
庫
「
諸
省
」
四
二
九
「
船
木
宰
判
妻
崎
沖
開
作
聞
繕
書
」（『
山
口
県
史　

史
料
編

近
世
四
』
一
四
三
）。

（
（0
）　
『
防
長
風
土
注
進
案　

一
・
二　

大
島
宰
判
上
・
下
』
山
口
県
文
書
館
、
一
九
六
一
年
。

（
（（
）　

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）、吉
田
宰
判
梶
浦
開
作
に
さ
い
し
て
、大
島
郡
外と
の
に
ゆ
う
入
の
も
の
が
「
仲

間
の
船
乗
六
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
沖
開
作
用
の
石
を
積
ん
で
」
梶
浦
へ
赴
い
た
が
、
役
人
か
ら

支
払
い
を
受
け
ら
れ
ず
、
や
む
を
え
ず
三
艘
を
売
り
払
っ
て
残
り
三
艘
に
全
員
で
乗
り
込
ん

で
、
肥
前
国
で
の
開
作
普
請
に
移
っ
た
と
い
う
（
宮
本
常
一
・
岡
本
定
『
東
和
町
誌
』
東
和
町
、

一
九
八
二
年
、
四
六
八
～
四
七
〇
頁
）。
石
積
み
は
複
数
で
行
う
作
業
で
あ
り
、
た
め
に
石
船

数
艘
が
グ
ル
ー
プ
を
組
ん
で
移
動
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　

ま
た
久
賀
で
石
積
業
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と
は
、『
山
口
県
の
諸
職
』（
山
口
県
教
育
委
員
会
、

一
九
九
〇
年
）
に
も
記
述
が
あ
る
（
四
七
頁
）。
そ
こ
に
お
け
る
、
石
工
（
石
積
）
へ
の
聞
き
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取
り
調
査
で
は
、「
平
人
夫
は
石
や
土
を
運
ん
だ
り
、
土
を
掘
っ
た
り
す
る
手
伝
人
で
、
こ
れ

を
久
賀
で
は
テ
ゴ
人
（
手
子
人
）
と
言
っ
て
い
る
。
石
工
一
人
に
テ
ゴ
人
四
、
五
人
が
一
組

を
つ
く
り
仕
事
に
出
か
け
た
の
は
、
藩
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
（
同
書
、

一
三
六
頁
）。
こ
こ
で
石
工
一
人
と
手
子
数
人
と
で
赴
く
と
い
う
の
は
、
開
作
普
請
で
は
な
く
、

よ
り
簡
単
な
石
積
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
（（
）　
『
東
和
町
誌
』
の
な
か
に
は
、
つ
ぎ
の
記
述
も
あ
る
（
田
村
善
次
郎
監
修
『
東
和
町
誌
―
各

論
編
―
第
四
巻　

石
造
物
』
山
口
県
大
島
郡
東
和
町
、
一
九
八
六
年
、
一
九
一
頁
）。

石
積
み
技
術
は
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
、
細
工
技
術
は
系
統
的
に
伝
承
さ
れ
る
特
徴
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
積
み
石
屋
の
専
業
化
は
築
城
な
ど
の
特
殊
な
場
合
を
除
き
、
技
術
的
な
系

譜
を
も
た
ず
、
多
く
は
農
民
な
ど
が
体
験
的
に
収
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か

か
ら
兼
業
と
い
う
形
で
の
作
間
稼
ぎ
が
あ
ら
わ
れ
、や
が
て
専
業
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

東
和
町
で
も
近
代
に
な
り
、
公
共
事
業
が
お
こ
り
、
技
術
審
査
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
、
積
み
石
屋
は
専
業
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

ま
た
同
書
で
は
、
石
積
み
に
は
、
野
面
石
を
使
っ
て
素
人
が
積
む
ば
あ
い
・
専
門
技
術
を
要

さ
な
い
割
り
石
・
ヒ
ロ
イ
石
を
使
っ
て
積
む
ば
あ
い
と
、
切
り
石
を
使
っ
て
積
み
石
屋
が
積

む
ば
あ
い
と
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
も
農
業
の
か
た
わ
ら
兼
業
で
営
む
も
の
と
専
業
と
に

分
か
れ
て
い
た
、「
東
和
町
の
積
み
石
屋
は
、
む
か
し
は
み
な
兼
業
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
」
と
も

書
か
れ
て
い
る
（
同
前
書
、
一
九
六
頁
）。

　
　
　

こ
れ
に
従
う
と
、
総
じ
て
積
み
石
に
求
め
ら
れ
た
技
術
レ
ベ
ル
は
低
位
な
も
の
で
、
農
閑
余

業
の
一
種
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
（（
）　・

註（
（
）史
料
。

（
（（
）　

嘉
十
郎
と
は
、
先
に
採
石
場
で
の
石
値
段
が
高
い
と
訴
え
た
、
石
頭
取
嘉
十
郎
と
同
一
人
物

で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
普
請
開
始
時
点
で
は
土
方
の
請
負
人
で
あ
り
、
そ
の
後
、
石
垣
の
請
負

に
も
関
与
し
た
こ
と
に
な
る
。
石
垣
部
分
に
は
石
頭
、
土
手
部
分
に
は
別
の
頭
取
が
そ
れ
ぞ

れ
の
統
括
者
と
し
て
置
か
れ
た
ら
し
い
が
、
実
際
に
は
同
じ
よ
う
な
請
負
業
者
が
担
当
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

（
（（
）　

註（
（
）史
料
。

（
（（
）　

註（
（
）史
料

（
（（
）　

た
だ
し
「
風
土
注
進
案
」
を
繙
い
て
も
、
砂
船
に
該
当
す
る
記
述
を
み
い
だ
す
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

（
（（
）　
「
地
誌
」
二
一
「
船
木
妻
崎
沖
新
御
開
作
築
立
一
件
」。「
砂
漕
」
の
た
め
に
開
作
地
か
ら
二

～
三
里
の
範
囲
に
あ
っ
た
漁
村
に
漁
船
の
拠
出
を
命
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
試
算
さ

れ
る
搬
送
量
は
砂
船
の
半
分
ほ
ど
で
あ
り
、
砂
を
運
ぶ
だ
け
な
ら
た
し
か
に
近
隣
の
漁
船
で

も
用
は
足
り
た
は
ず
で
あ
る
。

（
（（
）　

谷
苔
六
『
周
防
西
ノ
浦
新
開
作
の
研
究
』（
防
長
文
化
研
究
会
、
一
九
三
八
年
）。

（
（0
）　

前
稿
で
は
こ
の
図
（
谷
前
掲
書
一
二
頁
挿
入
図
）
を
丁
場
全
体
に
つ
い
て
の
石
船
の
請
負
状

況
を
示
す
も
の
と
理
解
し
て
い
た
が
、
潮
留
口
に
お
い
て
は
、
石
組
で
は
な
く
、
石
俵
・
土

俵
を
積
み
上
げ
る
羽
口
夫
の
小
頭
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
土
手
部
分

を
担
当
し
た
砂
船
の
請
負
状
況
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
石
船
に

つ
い
て
も
、
と
く
に
丈
夫
な
石
垣
が
求
め
ら
れ
た
海
側
の
堤
を
中
心
に
、
複
数
で
丁
場
を
請

け
負
う
こ
と
が
多
か
っ
た
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

た
だ
し
、潮
留
口
に
お
い
て
は
石
組
と
羽
口
夫
の
小
頭
と
が
別
々
の
役
割
と
な
っ
て
い
て
も
、

堤
普
請
で
は
同
じ
く
石
船
の
統
括
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
そ

う
で
あ
れ
ば
丁
場
全
体
の
図
は
、
や
は
り
石
船
の
請
負
状
況
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
（（
）　

羽
口
で
働
く
労
働
力
は
、
外
見
上
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
谷

前
掲
書
四
〇
～
四
一
頁
）。
①
羽
口
夫
は
赤
手
拭
い
の
鉢
巻
き
、
②
そ
れ
以
外
の
「
雇
」
は
白

手
拭
い
の
鉢
巻
き
を
そ
れ
ぞ
れ
着
け
る
。
③
東
羽
口
一
ノ
手
砂
持
夫
は
赤
の
ち
り
紙
、
④
二
ノ

手
砂
持
夫
は
青
の
ち
り
紙
、
⑤
そ
れ
以
外
の
「
地
下
夫
」
は
黄
色
の
ち
り
紙
に
仕
役
の
名
前

を
書
き
付
け
た
も
の
、
を
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
げ
」（
髷
）
の
後
ろ
へ
括
り
付
け
た
。
狭
い
羽
口
で

一
五
〇
〇
人
も
が
ひ
し
め
き
合
う
の
だ
か
ら
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
の
工
夫
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　

こ
こ
で
は
、
山
口
県
文
書
館
塩
田
家
文
書
四
〇
九「
長
浜
妻
崎
開
作
一
件
」に
依
拠
し
て
潮
留

の
よ
う
す
を
再
現
す
る
。
各
地
の
宰
判
に
配
属
さ
れ
た
地
方
役
人
の
な
か
か
ら
、妻
崎
開
作
の

現
地
担
当
役
人
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
塩
田
彦
右
衛
門
も
そ
の
一
人
で
あ
り
、各
地
の
宰
判
の

地
方
役
人
を
勤
め
て
い
た
と
き
に
、
妻
崎
開
作
の
「
丁
場
方
・
石
垣
方
并
樋
方
兼
帯
」
を
命

じ
ら
れ
、
現
地
に
派
遣
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
彼
が
作
成
し
た
記
録
で
あ
る
。
な
お
妻
崎
開
作

の
概
要
は
『
宇
部
市
史　

通
史
編
下
』（
宇
部
市
、
一
九
九
二
年
）
で
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い

る
（
六
四
三
～
六
四
四
頁
）。

（
（（
）　

こ
の
石
頭
と
は
開
作
普
請
全
体
を
請
け
負
う
石
頭
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
石
組
＝
石
船
の
小

集
団
を
率
い
た
個
々
の
丁
場
請
負
人
の
こ
と
だ
ろ
う
。

（
（（
）　

註（
（（
）史
料
。
開
作
方
頭
人
が
、
丁
場
方
・
石
垣
方
・
樋
方
と
い
う
現
場
へ
赴
く
担
当
役
人

に
業
務
内
容
を
指
示
し
た
も
の
。
実
際
に
は
担
当
役
人
の
側
で
作
成
さ
れ
た
原
案
で
あ
る
。

（
（（
）　

あ
く
ま
で
潮
留
の
現
場
で
の
作
業
配
置
に
即
し
た
理
解
で
あ
る
。
註（
（0
）に
お
い
て
も
の
べ

た
が
、
実
態
と
し
て
は
石
船
も
砂
船
も
同
じ
も
の
で
、
ふ
だ
ん
石
積
み
に
従
事
す
る
も
の
が
、

砂
船
と
し
て
請
け
負
っ
た
と
き
に
は
土
手
の
造
成
に
携
わ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
砂
船
の
実
態
を
う
か
が
え
る
史
料
を
得
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ

以
上
の
判
断
は
保
留
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
（（
）　

塩
田
家
文
書
九
二
「
日
帳
」、
九
三
「
公
私
日
記
」。

（
（（
）　

森
下　
徹
『
近
世
都
市
の
労
働
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
。

（
山
口
大
学
教
育
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）

（
二
〇
一
四
年
九
月
二
九
日
受
付
、
二
〇
一
五
年
一
月
二
六
日
審
査
終
了
）



Bulletin of the National Museum of Japanese History
Vol.199 December 2015

320

In the coastal area along the Seto Inland Sea in Hagi Domain （Yamaguchi Prefecture）, large 

areas were reclaimed for rice production in the late early modern times. A prior analysis of labor 

for reclamation construction revealed that it had consisted of contract workers migrating in the 

Seto Inland Sea region, their boats called “Ishibune” and construction management agents called 

“Ishigashira .” This paper reviews the characteristics of labor for reclamation construction by 

analyzing the construction of mounds held up with stone walls. As banks to enclose rice fields, stone 

walls and sand mounds were constructed by migrant worker groups called “Ishibune （Ishigumi）” 

and “Sunabune,” respectively. The entire construction process was managed by a leader called 

“Ishigashira,” under whom there were contract workers to manage multiple sections. One section 

was 20 ken （36 meters） long and constructed by several groups （Ishibune and Sunabune）, each of 

which was composed of migrant workers from the same area. The reason why not only stone walls but 

also mounds were constructed by specialized groups was because it was teamwork: a task requiring 

a group of people to complete. In other words, banks were constructed by groups led by respective 

leaders who understood specifications, procured materials, planned work schedules, and supervised 

workers in the field. The mobility as a group integrated with the leader was also essential because 

they worked underwater. Although individual tasks （e.g., piling up stones and making sand mounds） 
seem to have been rather simple and easy for anyone to do, the entire process required teamwork, 

which determined how to recruit and organize workers for construction.

Key words: reclamation construction, Seto Inland Sea Region, Ishibune, teamwork （working as a 

group）, migrant worker group
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A Study of Migrant Workers Engaged in Reclamation Construction in
the Seto Inland Sea Region in the Early Modern Times


