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石
切
場
を
発
掘
す
る

荒
島
石

あ
ら
し
ま
い
し

、
来
待
石

き
ま
ち
い
し

、
福
光
石

ふ
く
み
つ
い
し

…
…
。

島
根
県
に
は
、
大
き
な
石
で
造
ら
れ
た
、
た
く
さ
ん
の
オ
ブ
ジ
ェ
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
機
械
の
な
い
時
代
、
こ
れ
ら
は
い
つ
ご
ろ
、

ど
の
よ
う
に
し
て
造
ら
れ
、
そ
し
て
運
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
先
人
た
ち
の
ど
ん
な
技
や
知
恵
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
…
…
。

こ
こ
で
は
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
姿
を
現
し
た
出
雲
い
ず
も

市
の
大
井
谷
石
切
場

お
お
い
だ
に
い
し
き
り
ば

跡
や
、
現
在
で
も
採
石
さ
い
せ
き

が
行
わ
れ
て
い
る
八
束
や
つ
か

郡
宍
道
し
ん
じ

町
の
来
待
石

石
切
場
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
石
工
い
し
く

の
技
に
迫せ

ま

っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

右
の
写
真
は
、
出
雲
市
で
発
掘
調
査
さ
れ
た
大
井
谷
石

切
場
跡
で
す
。
こ
の
石
切
場
跡
に
は
、
長
方
形
や
正
方
形

の
形
を
し
た
一
メ
ー
ト
ル
か
ら
五
〇
セ
ン
チ
角
の
大
き
さ

の
へ
こ
み
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
る
で
月
面

に
降
り
立
っ
て
、
ク
レ
ー
タ
ー
を
見
て
い
る
錯
覚
を
お
こ

す
か
の
よ
う
な
風
景
で
す
。
こ
れ
が
「
キ
リ
ヌ
キ
技
法
」

を
使
っ
て
石
を
切
り
出
し
た
跡
で
す
。
宍
道
町
に
あ
る
来

待
石
の
石
切
場
で
も
、
機
械
化
さ
れ
る
昭
和
四
〇
年
代
ま

で
、
こ
の
技
法
で
石
を
切
り
出
し
て
い
ま
し
た
。

キ
リ
ヌ
キ
技
法
と
は
、
石
山
か
ら
効
率
よ
く
石
を
切
り

出
す
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
で
す
。
ま
ず
マ

サ
カ
リ
で
コ
の
字
形
に
溝
を
掘
り
込
ん
で
、
石
の
周
り
を

切
り
離
し
ま
す
（
１
〜
２
）。
次
に
底
を
切
り
離
す
た
め

に
、
鉄
製
の
矢
（
楔
く
さ
び）
を
打
ち
込
み
ま
す
（
３
〜
４
）。
最

後
に
か
な
て
こ
を
使
っ
て
石
を
割
り
離
し
ま
す
（
５
〜
６
）。

こ
の
作
業
は
、
た
い
へ
ん
な
技
術
を
要
し
ま
す
。
来
待

石
の
よ
う
に
軟
ら
か
い
石
で
は
、
矢
を
打
ち
込
も
う
と
す

る
と
左
右
に
振
れ
て
し
ま
う
た
め
、
３
の
よ
う
に
深
い
溝

を
掘
っ
て
「
矢
」
を
置
く
と
い
う
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
必
要
で

す
。

姿を現した石切場（大井谷石切場・出雲市上塩冶町：江戸時代後期～明治時代）

石
を
切
る

海
を
渡
っ
て
き
た
石
塔
（
安
国
寺：

松
江
市
竹
矢
町
）

松
江
の
藩
主
で
あ
っ
た
京
極
忠
高

き
ょ
う
ご
く
た
だ
た
か

が
、
父
・
高
次
の
菩
提

ぼ
だ
い

を
弔

と
む
ら

う
た
め
に
立
て
た
宝ほ

う

篋
印
塔

き
ょ
う
い
ん
と
う

。
福
井
県
で
産
出
す
る
笏
谷

し
ゃ
く
だ
に

石
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、「
越
前
式
荘
厳

そ
う
ご
ん

」
と

い
う
越
前
地
方
独
特
の
装
飾
が
施
さ
れ
て
お
り
、
他
地
域
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
こ
と

を
よ
く
示
し
て
い
る
。

山形県酒井市・日和山公園の出雲唐獅子

石
を
運
ぶ

陸
現
在
で
は
道
路
が
整
備
さ
れ
、
採
石
場

さ
い
せ
き
じ
ょ
う
か
ら
加
工
場
ま

で
運
搬
車
で
原
石
を
運
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
昭

和
四
〇
年
代
ま
で
は
、
ネ
コ
グ
ル
マ
、
オ
イ
コ
、
木
ゾ
リ
、
大
八
だ
い
は
ち

車ぐ
る
ま
な
ど
を
使
っ
て
原
石
を
運
ん
で
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
以
前
は

「
も
っ
こ
」
で
差
し
担
ぎ
し
た
り
、
重
い
も
の
は
四
人
担か
つ

ぎ
し
て
い

ま
し
た
。

さ
ら
に
こ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
、
こ
う
し
た
道
具
の
な
か
っ
た

古
墳

こ
ふ
ん

時
代
、
古
代
人
た
ち
は
、
何
ト
ン
も
あ
る
石
室
せ
き
し
つ

の
石
を
ど
の

よ
う
に
し
て
運
ん
だ
の
で
し
ょ

う
か
。大

阪
府
に
あ
る
三み

ツ

塚づ
か

古
墳
の
周
濠

し
ゅ
う
ご
う

内
か

ら
は
、「
修
羅
し
ゅ
ら

」
と
い

う
大
小
二
つ
の
巨
石

運
搬
用
の
丸
太
が
出

土
し
て
い
ま
す
。
お

そ
ら
く
イ
ラ
ス
ト
の

よ
う
に
、
修
羅
の
上

に
石
を
乗
せ
、
大
勢

の
人
た
ち
で
す
べ
ら

せ
な
が
ら
運
ん
だ
の

で
し
ょ
う
。

海
古
墳
時
代
、
来
待
石
で
造
ら
れ
た
石
製
品
は
、
対
岸
に

あ
た
る
宍
道
湖

し
ん
じ
こ

北
岸
ま
で
運
ば
れ
、
松
江
ま
つ
え

市
に
あ
る
丹
花
た
ん
げ

庵あ
ん

古
墳
の
石
棺
せ
っ
か
ん

や
北
小
原

き
た
こ
は
ら

１
号
横
穴
墓

よ
こ
あ
な
ぼ

（
松
江
市
）
の
閉
塞
石

へ
い
そ
く
せ
き

（
墓
穴
は
か
あ
な

の
フ
タ
に
す
る
石
）に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
石
棺
は

舟
で
湖
を
渡
っ
て
運
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ど
の
よ
う

に
し
て
運
ん
だ
の
か
、
詳
し
い
方
法
は
ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
来
待
石
は
日
本
海
を
通
じ
て
全
国
に
運

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
来
待
石
は
「
御
止
お

と

め
石
」
と
呼
ば
れ
、

他
藩
へ
無
許
可
で
移
出
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
藩
の

許
可
を
受
け
た
来
待
石
製
の
唐
獅
子

か
ら
じ
し

（
出
雲
唐
獅
子
）
は
、
北
前
き
た
ま
え

船ぶ
ね

（
東
北
・
北
陸
の
物
資
を
西
国
に
、
西
国
の
物
資
を
東
北
・
北

陸
に
運
ぶ
船
）
を
利
用
し
て
全
国
に
運
ば
れ
て
い
き
ま
し
た
。
瀬

戸
内
海
で
は
「
石
釣
船

い
し
つ
り
ぶ
ね

」
と
呼
ば
れ
る
船
も
発
明
さ
れ
、
大
阪
な

ど
へ
巨
石
が
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

マサカリで幅約15ｃｍの溝を垂直に掘る。
溝が深くなると、柄の長いマサカリを使う

三方に溝を掘り込む。溝の深さは1.5ｍ

矢を打ち込む穴を掘る
ゲンノウで矢（鉄でできたクサビ）を
打ち込む

石が動く。無事成功

かなてこで動かす

石を運ぶ様子（古墳時代：想像図）

キリヌキの道具
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