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場
所
請
負
人
へ
の
申

も
う
し
わ
た
し渡

　
　

　
場
所
請
負
人
は
、
請
負
場
所

に
お
け
る
産
業
の
全
権
を
握
り
、

自
分
に
利
益
を
与
え
な
い
者
が

自
分
の
場
所
に
入
る
こ
と
を
許

さ
な
か
っ
た
の
で
、
場
所
の
開

発
が
進
み
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
幕
府
は
こ
れ
を
解
消
す
る
た

め
、安
政
２
年
（
１
８
５
５
）
冬
、

請
負
人
に
対
し
、
蝦
夷
地
開
拓

の
急
務
を
説
き
、
各
自
開か

い
こ
ん墾

や

諸
産
業
を
興お

こ

す
こ
と
に
努
め
る

と
と
も
に
、
場
所
に
入
る
移
民

に
対
し
て
受
け
入
れ
、
こ
れ
を

妨
害
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
申

し
渡
し
ま
し
た
。

移
住
に
対
す
る
諸
障
害
の
撤て

っ
ぱ
い廃

　
幕
府
は
、
移
住
民
を
増
加
さ

せ
よ
う
と
し
、
移
住
の
障
害
と

な
っ
て
い
た
諸
制
度
の
撤
廃
に

乗
り
出
し
ま
し
た
。

　
そ
れ
ま
で
、
西
蝦
夷
地
に
お

い
て
は
、
神か

む

い威
岬
（
現
積

し
ゃ
こ
た
ん丹

町
大
字
神こ

う
ざ
き岬
町
）
を
婦
女
が
通

過
す
る
と
、
そ
の
舟
が
沈
む
と

し
て
許
さ
ず
、
積
丹
半
島
以
南

で
止
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

箱は
こ
だ
て館

奉
行
は
こ
れ
を
無
視
し
て
、

安
政
２
年
12
月
に
、
勤き

ん
ば
ん番
警け

い

護ご

に
際
し
て
は
、
妻
子
を
引
連
れ

て
勤
め
る
よ
う
達
し
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
安
政
３
年
に
は
、

宗
谷
に
赴
任
す
る
幕ば

く

り吏
が
、
初

め
て
妻
子
を
連
れ
て
こ
の
岬
を

通
過
し
、
こ
れ
ま
で
の
禁
制
を

事
実
上
撤
廃
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
安
政
４
年
に
は
、
黒

松
内
山
道
な
ど
諸
山
道
が
開か

い
さ
く削

さ
れ
た
の
で
、
漁
民
ら
は
陸
続

き
に
神
威
岬
以
北
に
妻
子
を
伴

い
、
行こ

う

り李
を
背
負
っ
て
こ
の
一

帯
に
移
住
し
、
特
に
小
樽
内
・

余
市
・
石
狩
は
わ
ず
か
の
間
に

大
部
落
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
さ
ら
に
、
箱
館
奉
行
は
、
そ

れ
ま
で
各
場
所
の
支
配
人
・
番

人
は
、
松
前
及
び
箱
館
の
住
民

に
限
ら
れ
る
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
同
年
10
月
に
、
身
元
が
確

実
で
あ
れ
ば
、
何
国
の
者
で
も

永
住
で
き
る
事
を
、
場
所
請
負

人
に
申
し
渡
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
開
削
し
た
新
道
周

辺
に
お
い
て
、
旅
人
宿
の
営
業

や
付
近
の
開
発
を
促
す
た
め
、

箱
館
付
近
か
ら
蝦
夷
地
に
入
る

行
商
人
は
、
こ
れ
ま
で
沖

お
き
の
く
ち口

役

所
の
改
め
を
経
て
い
ま
し
た
が
、

商
品
書か

き
つ
け付
に
、
村
役
人
の
奥お

く
い
ん印

を
得
て
、
山や

ま
こ
し
な
い

越
内
番
所
（
現
八

雲
町
山
越
に
あ
っ
た
、
東
蝦
夷

地
入
口
の
関
所
）
に
提
出
す
れ

ば
よ
い
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
箱
館
や
蝦
夷
地
に
入い

り

稼
か
せ
ぎ

す
る
旅
人
の
、
入い

り
や
く役

銭
も
免

除
す
る
こ
と
に
し
、
さ
ら
に
文

久
元
年
（
１
８
６
１
）
６
月
に

は
、
山
越
内
関せ

き
も
ん門

も
撤
廃
し
、

自
由
に
通
行
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

士
族
の
在
住
　
　
　
　
　
　

　
士
族
の
蝦
夷
地
へ
の
移
住
に

つ
い
て
は
、
屯
田
に
よ
っ
て
兵

農
を
兼
ね
行
う
事
と
し
て
、
こ

れ
を
希
望
す
る
者
に
は
、
手
当

が
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

　
士
族
当
主
へ
の
最
高
額
は
、

１
箇
年
手
当
24
両
、
12
人
扶ふ

ち持

（
従
者
）引
っ
越
し
料
金
１
０
０

両
を
支
給
す
る
と
し
ま
し
た
が
、

文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
時
点

で
総
数
１
１
６
名
に
過
ぎ
ず
、

ま
た
、
士
族
は
公
務
を
専

も
っ
ぱ

ら
と

し
、
多
く
は
士
族
に
伴
う
従
者

が
、
開
墾
耕
作
の
事
業
に
携
り

ま
し
た
。

御お

手て

作さ
く

場ば

に
つ
い
て
　
　

　

　
こ
れ
は
、
官
費
経
営
の
農
場

の
こ
と
で
、
安
政
２
年
に
民
間

が
願
い
出
て
、
箱
館
在ざ

い
ぜ
に
か
め
ざ
わ

銭
亀
沢

を
開
墾
し
た
と
こ
ろ
、
非
常
に

良
好
だ
っ
た
の
で
、
箱
館
奉
行

は
こ
れ
を
褒ほ

め
た
た
え
、
官
費

経
営
に
移
し
、
御
手
作
場
と
称

し
、
そ
の
後
相
次
い
で
設
け
ら

れ
ま
し
た
。

　
文
久
２
年
の
調
査
で
は
、
箱

館
近
郊
に
11
箇
所
、
農
民
３
０

０
人
あ
ま
り
、
長お

し
ゃ
ま
ん
べ

万
部
付
近
に

４
箇
所
、
農
民
３
４
０
人
あ
ま

り
、
そ
の
他
岩
内
・
石
狩
原
野

に
も
開
か
れ
ま
し
た
。

　
開
墾
し
移
住
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
旅
費
・
家
屋
・
食
料
な

ど
の
手
当
が
有
り
ま
し
た
が
、

移
民
の
中
に
は
着
業
し
な
い
者

も
あ
り
、
保
護
手
当
の
期
間
が

過
ぎ
る
と
離
散
す
る
者
も
少
な

く
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
幕
府
は
、
前
期
幕
領
時
代
か

ら
開
拓
の
意
向
が
あ
り
ま
し
た

が
遅ち

ち々

と
し
て
進
ま
ず
、
後
期

幕
領
時
代
に
お
い
て
漸

よ
う
や

く
始
動

し
、
蝦
夷
地
の
警
備
、
蝦
夷
の

懐か
い
じ
ゅ
う

柔
、
そ
し
て
蝦
夷
地
の
開
拓

を
、
経
営
方
針
の
三
本
柱
と
し

ま
し
た
。

　
開
拓
に
つ
い
て
は
、
特
に
士

族
に
対
し
移
住
を
奨
励
し
、
蝦

夷
地
で
の
堅
実
な
住
民
を
増
加

し
住
ま
わ
せ
開
拓
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
蝦
夷
地
を
安
全
に
確

保
し
て
行
く
こ
と
が
最
も
重
要

な
こ
と
で
し
た
。

　
ま
た
、
成
績
の
優
秀
な
も
の

は
、
士
族
で
あ
れ
ば
身
分
を
取

り
立
て
、
庶
民
に
対
し
て
は
、

地
所
や
居
宅
を
授
け
る
と
い
う

も
の
で
、
広
く
希
望
者
を
募
り

ま
し
た
。

　
諸
産
業
の
開
発
の
中
で
、
最

も
利
益
の
あ
る
漁
業
に
対
し
て

は
特
に
保
護
は
せ
ず
、
農
業
そ

の
他
に
対
し
て
保
護
・
奨
励
し
、

特
に
成
り
手
が
無
か
っ
た
牧

畜
・
植
樹
・
採
鉱
な
ど
の
製
造

業
は
、
官
自
ら
創
始
経
営
す
る

方
針
と
し
ま
し
た
。

　
今
回
は
、
開
発
を
促
進
さ
せ

る
方
策
と
、
そ
の
状
況
に
つ
い

て
見
て
行
き
ま
す
。


