
れ
て
い
ま
す
。伝
承
で
は
、初

期
の
頃
は
表
層
部
に
金
鉱
石

が
あ
り
、１※

露
天
掘
り
で
お
び

た
だ
し
い
量
の
金
が
採
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

採
掘
中
止
か
ら
14
年
後
の

明
暦
２（
１
６
５
６
）年
に
よ

う
や
く
再
開
が
許
可
さ
れ
ま

す
。
表
層
部
の
金
が
採
り
尽

く
さ
れ
る
と
、
地
中
深
く
の

鉱
脈
を
掘
削
す
る
工
法
に
変

わ
り
ま
し
た
が
、
産
金
量
は

減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
発
見

か
ら
採
掘
中
止
ま
で
の
３
年

間
と
、
再
開
後
か
ら
幕
末
ま

で
の
約
２
０
０
年
間
の
産
金

量
を
比
較
す
る
と
、
最
初
の

３
年
間
の
方
が
多
か
っ
た
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

減
っ
た
と
い
え
ど
も
豊
富

け
る
金
山
で
し
た
。

越
境
す
る
人
々

金
が
出
て
き
た
山
ケ
野
地
域
で
は
ゴ
ー
ル

ド
ラ
ッ
シ
ュ
が
起
こ
り
、
最
初
に
採
掘
許
可

が
出
た
際
は
２
万
人
も
の
人
が
集
ま
っ
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
再
開
時
に
も
、
約
１
万

２
千
人
の
人
口
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
作
業
場

や
住
居
の
他
に
商
店
な
ど
が
立
ち
並
び
、
西

国
三
大
遊
郭
に
数
え
ら
れ
た
遊
郭
が
で
き
る

な
ど
、
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
住
ま
う
場
所

で
し
た
。
今
で
も
山
ケ
野
地
域
に
は
江
戸
や

大
坂
、
石
見
や
芸
州（
広
島
県
）な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
出
身
地
が
刻
ま
れ
た
墓
が
残
っ
て
い
ま

す
。
日
本
各
地
を
旅
し
て
紀
行
文
や
地
理
書

を
残
し
た
古
河
古こ

松し
ょ
う

軒け
ん

が
著
し
た『
西
遊
雑

記
』に
は
、
薩
摩
藩
に
入
る
際
に
は
金
を
掘

る
た
め
に
や
っ
て
き
た
と
い
え
ば
簡
単
に
関

所
を
通
れ
た
と
い
う
話
も
あ
り
、
藩
外
か
ら

も
多
く
の
人
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。

一
時
、
金
と
人
で
あ
ふ
れ
た
山
ケ
野
。
太

平
洋
戦
争
の
頃
ま
で
操
業
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
戦
後
は
休
山
と
な
っ
て
い
ま
す
。
多
く

の
人
が
夢
見
た
黄
金
の
里
に
、
ぜ
ひ
訪
れ
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
文
責
＝
小
水
流
）

な
産
金
量
を
誇
っ
た
山
ケ
野
金
山
。
全
国
的

に
産
金
量
の
落
ち
込
ん
で
い
た
宝
暦
か
ら
文

政
年
間（
１
７
５
１
～
１
８
３
０
）に
か
け
て

は「
金
山
の
名
に
値
す
る
も
の
は
薩
摩
の
山

ケ
野
金
山
だ
け
」
と
い
わ
れ
、
当
時
は
全
国

一
の
産
金
量
を
誇
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
文
化

元（
１
８
０
４
）
年
の
産
金
量
は
佐
渡
金
山

が
４
８
１
５
２※

匁も
ん
め、

山
ケ
野
金
山
が
約
３
倍

の
１
万
４
７
８
６
匁
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
山

ケ
野
金
山
の
金
が
江
戸
の
金
座
を
維
持
し
た

と
も
。
江
戸
期
を
通
じ
て
豊
富
に
金
が
出
続

掘
中
止
の
命
令
が
下
り
、
一
旦
閉
山
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
一
の
産
金
量

採
掘
中
止
に
つ
い
て
、
幕
府
は
全
国
的
な

飢き

饉き
ん

を
理
由
に
し
て
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
の

産
金
量
に
驚
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
い
わ

「
佐さ

ど
渡
島
の
金
山
」（
新
潟
県
）の
世
界
文
化

遺
産
登
録
が
決
定
し
ま
し
た
が
、
か
つ
て
佐

渡
を
し
の
ぐ
産
金
量
を
誇
っ
た
金
山
が
あ
り

ま
し
た
。
横
川
町
と
さ
つ
ま
町
に
ま
た
が
る

山
ケ
野
金
山
で
す
。

金
山
の
発
見

江
戸
時
代
中
期
、
川
か
ら
金
の
付
い
た
石

が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
基
に
、
宮

之
城
領
主
の
島
津
久
通
は
石い

わ

見み

銀
山（
島
根

県
）か
ら
専
門
家
を
呼
び
、肥
後
の
山
師
と
共

に
金
を
探
さ
せ
、
寛
永
17（
１
６
４
０
）年
に

金
鉱
脈
を
発
見
し
ま
し
た
。
久
通
は
す
ぐ
に

藩
主
の
光
久
に
報
告
、
幕
府
に
採
掘
を
願
い

出
ま
す
。

寛
永
19（
１
６
４
２
）年
１
月
に
採
掘
許
可

が
下
り
、
周
囲
約
３
里（
12
㌔
㍍
）に
柵
を
巡

ら
せ
て
操
業
を
開
始
。
幕
府
に
は
永
野（
長

野
）金
山
の
名
で
届
け
出
が
あ
り
ま
し
た
が
、

鉱
脈
が
主
に
山
ケ
野
地
域
で
あ
っ
た
た
め
、

藩
内
で
は
山
ケ
野
金
山
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
同
年
12
月
、
突
然
幕
府
か
ら
採

The gatew
ay to local history

※
１  

ト
ン
ネ
ル
を
掘
ら
ず
に
、
地
表
か
ら
鉱
脈

を
め
が
け
て
掘
っ
て
い
く
方
法
。

※
２  

重
さ
の
単
位
の
一
つ
。
尺
貫
法
と
い
う
計

量
方
法
の
単
位
で
、
１
匁も

ん
めは
３
・
７
５
㌘
。

佐
渡
を
し
の
ぐ
金
山

『三国名勝図会』
江戸時代の山ケ野金山の様子
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