
は
じ
め
に

近
世
中
国
山
地
に
展
開
し
た
た
た
ら
製
鉄
は
、
砂
鉄
を
原
料
に
高
殿

鑪
で
大
炭
と
呼
ば
れ
る
木
炭
を
用
い
て
銑ず
く

や
鋼
を
生
産
し
、
さ
ら
に
大

鍛
冶
場
で
小
炭
と
呼
ば
れ
る
木
炭
を
用
い
て
各
種
の
鉄
素
材
に
精
錬
加

工
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
生
産
・
加
工
に
は
大
量
の
木
炭
を
必
要
と

し
、
鉄
師
（
鉄
山
師
、
製
鉄
業
者
）
に
と
っ
て
鉄
山
（
１
）
の
確
保
は
大
き
な

課
題
で
あ
っ
た
。

旧
松
江
藩
領
に
あ
た
る
出
雲
地
域
で
は
、
明
治
期
の
段
階
で
、
飯
石

郡
田
部
家
の
約
二
万
四
千
町
歩
を
筆
頭
に
仁
多
郡
絲
原
家
の
約
五
千
町

歩
な
ど
、
鉄
師
を
前
身
と
す
る
巨
大
山
林
地
主
が
出
現
し
て
い
る
が
、

豊
か
な
砂
鉄
や
森
林
資
源
の
存
在
と
と
も
に
、
近
世
松
江
藩
の
鉄
山
政

策
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
鉄
師
た
ち
が

ど
の
よ
う
に
し
て
広
大
な
山
林
の
私
的
所
持
を
実
現
し
た
の
か
に
つ
い

て
は
、
中
世
以
来
の
恩
給
地
の
存
在
も
含
め
て
松
江
藩
が
製
鉄
業
振
興

の
た
め
藩
有
林
を
交
付
し
た
（
２
）
、
あ
る
い
は
明
治
維
新
の
際
に
占
拠
地
域

が
私
的
所
有
に
転
化
さ
れ
た
（
３
）
、
な
ど
と
推
測
す
る
に
と
ど
ま
り
、
具
体

性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
（
４
）
。

近
年
に
な
っ
て
、
相
良
英
輔
や
筆
者
ら
に
よ
る
出
雲
の
代
表
的
鉄
師

絲
原
家
・
櫻
井
家
・
田
部
家
の
古
文
書
調
査
が
実
施
さ
れ
、
三
家
い
ず

れ
も
近
世
前
期
か
ら
の
数
多
く
の
鉄
山
証
文
（
山
林
買
得
な
ど
の
証

文
）
を
今
に
伝
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
鉄
山
集
積
過
程
を
具
体
的

に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
検
討
の
結
果
、
三
家
と
も
に
ほ
と
ん
ど

が
買
得
に
よ
る
集
積
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
鑪
・
鍛
冶
屋
の
数
と
鉄
師

を
限
定
し
た
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
の
鉄
方
法
式
実
施
ま
で
に
、

す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
主
要
な
鉄
山
の
購
入
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
も
判
明

し
、
先
の
理
解
で
は
不
十
分
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
５
）
。

ち
な
み
に
、
絲
原
家
で
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
を
初
め
と
し
享

保
十
一
年
ま
で
で
は
一
五
件
の
鉄
山
購
入
、
櫻
井
家
で
は
慶
安
二
年(

一

六
四
九
）
を
初
め
と
し
て
同
じ
く
二
六
件
、
田
部
家
で
は
寛
文
十
三
年

を
初
め
と
し
て
同
じ
く
三
五
件
（
小
規
模
鉄
山
含
む
）
の
購
入
で
あ
る
（
６
）
。

行
論
の
関
係
上
、
こ
れ
ま
で
に
判
明
し
た
鉄
山
売
買
と
そ
の
集
積
の
性

－ 1－
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格
に
つ
い
て
、
少
し
長
く
な
る
が
以
下
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

寛
文
・
延
宝
期
ま
で
は
、
経
営
に
失
敗
し
て
藩
へ
の
諸
負
担
を
果
た

せ
な
い
場
合
な
ど
、
藩
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
指
令

（
し
ば
し
ば
裏
書
き
を
伴
う
）
で
負
債
を
肩
代
わ
り
す
る
者
へ
鉄
山
を

永
代
に
売
り
渡
す
よ
う
な
例
が
多
い
。
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
村
あ
る
い
は

村
の
有
力
者
が
寄
合
で
所
持
・
経
営
す
る
鉄
山
が
多
く
、
藩
へ
の
諸
負

担
に
耐
え
ら
れ
ず
鉄
師
に
売
却
、
さ
ら
に
そ
れ
を
買
得
し
た
鉄
師
も
経

営
に
失
敗
す
れ
ば
た
ち
ま
ち
取
り
潰
さ
れ
る
な
ど
、
幾
人
も
の
鉄
師
が

浮
沈
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
右
の
三
家
は
こ
の
段
階
で
鉄
山
を
買
得
し

は
じ
め
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
後
の
成
長
が
約
束
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。

や
が
て
元
禄
期
に
な
る
と
、
売
買
は
所
持
者
ど
う
し
の
相
対
あ
い
た
い

で
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
件
数
も
大
き
く
増
加
す
る
。
先
行
し
た
櫻
井
家
を
追

う
よ
う
に
絲
原
家
や
田
部
家
の
鉄
山
買
得
も
急
増
す
る
時
期
で
あ
る
。

送
風
装
置
の
天
秤
吹
子
の
発
明
普
及
に
よ
る
生
産
伸
張
の
な
か
、
技
術

力
・
経
営
力
を
持
っ
た
専
業
的
鉄
師
が
台
頭
し
て
く
る
姿
を
示
し
て
い

る
。
松
江
藩
に
よ
る
享
保
十
一
年
の
鉄
方
法
式
は
、
こ
の
よ
う
な
専
業

的
な
有
力
鉄
師
の
も
と
に
鑪
株
と
し
て
鑪
・
鍛
冶
屋
を
固
定
し
、
周
辺

の
他
人
持
ち
鉄
山
・
腰
林
や
鉄
穴
の
利
用
権
も
配
分
し
て
そ
の
い
っ
そ

う
の
安
定
化
を
は
か
っ
た
政
策
で
あ
っ
た

(

７
）

。
後
世
の
藩
権
力
と
鉄
師
の

密
着
ぶ
り
は
、
こ
の
段
階
か
ら
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
幕
領
や
他
の
諸
藩
で
は
広
大
な
山
林
の
下
地
か
ら
の
私

的
所
持
を
認
め
る
こ
と
は
ま
れ
で
、
必
要
な
場
合
は
、
例
え
ば
御
林
や

御
建
山
を
年
季
を
定
め
て
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
場
合
は
、

た
と
え
広
大
な
山
林
を
利
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
明
治
の
地
租
改
正

で
は
官
林
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
松
江
藩
で
は
郡
方
役
人
の

ほ
か
、
古
く
は
郡
奉
行
や
鉄
奉
行
が
裏
書
き
ま
で
し
て
保
証
し
た
永
代

売
り
証
文
が
存
在
し
、
鉄
師
が
そ
れ
を
所
持
し
て
い
る
場
合
、
鉄
山
の

私
有
に
問
題
は
な
く
江
戸
時
代
の
規
模
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
か
た
ち

で
巨
大
山
林
地
主
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
維
新

の
際
に
占
拠
地
域
を
私
的
所
有
に
転
化
さ
せ
る
よ
う
な
事
情
は
元
々
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
松
江
藩
で
は
鉄
山
の
藩
有
化
を
果
た
せ
な

か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
鉄
山
売
買
と
集
積
に
つ
い
て
の
概
観
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
三
家
は
い
ず
れ
も
そ
の
所
持
鉄
山
の
ほ
と
ん
ど

を
買
得
に
よ
っ
て
い
る
。
三
家
と
も
古
い
由
緒
を
持
つ
家
で
あ
る
が
、

そ
れ
と
は
別
に
技
術
力
・
経
営
力
を
備
え
た
専
業
的
鉄
師
と
い
う
新
た

な
性
格
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
享
保
の
鉄
方
法
式

で
鑪
株
を
認
め
ら
れ
た
鉄
師
は
、
仁
多
郡
だ
け
で
も
ほ
か
に
卜
藏
甚
兵

衛
、
杠

ゆ
ず
り
は
又
右
衛
門
、
伊
豆
屋
六
兵
衛
が
お
り
、
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
鉄

師
も
右
の
三
家
と
同
様
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
上
で
、
仁
多
郡
竹
崎
村
（
島
根
県
奥
出

雲
町
）
に
本
拠
を
も
つ
卜
藏
家
は
、
格
好
の
事
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

卜
藏
家
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
享
保
の
鉄
方
法
式
で
鑪
株
を
認
め
ら
れ

－ 2－



た
有
力
鉄
師
で
あ
り
、
鉄
山
買
得
等
の
経
緯
を
示
す
近
世
前
期
の
鉄
山

証
文
を
多
く
伝
え
て
い
る
が
、
早
く
そ
の
規
模
を
失
っ
た
た
め
か
あ
ま

り
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
（
８
）
。『
横
田
町
誌
』
が
同
家
に
慶
安
期
の
売
券

（
鉄
山
証
文
）
が
伝
わ
る
こ
と
を
紹
介
し
（
９
）
、
ま
た
初
め
て
卜
藏
家
の
本

格
的
研
究
に
取
り
組
ん
だ
高
見
誠
司
も
、
幕
末
維
新
期
を
中
心
と
し
た

同
家
経
営
の
研
究
の
な
か
で
中
世
以
来
の
由
緒
に
言
及
し
て
い
る
が

(

10
）、

近
世
前
期
の
卜
藏
家
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
は
な
お
手
つ
か
ず
の

ま
ま
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
右
の
証
文
類
を
も
と
に
卜
藏
家
の
鉄
山
取
得
の

経
緯
を
ま
ず
は
明
ら
か
に
し
、
同
家
の
性
格
を
検
討
す
る
た
め
の
基
礎

的
作
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
、
享
保
十
一
年
松
江
藩

鉄
方
法
式
段
階
の
同
家
所
持
鉄
山
を
基
準
と
し
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

そ
こ
に
至
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
明
和
年
間
ま
で
を
目
安
に
そ
の
後
の
推

移
は
ど
う
か
、
と
い
う
観
点
で
整
理
を
進
め
る
。
ま
た
、
右
の
作
業
に

関
連
し
て
出
雲
の
製
鉄
史
に
と
っ
て
重
要
史
料
の
一
つ
で
あ
る
「
鉄
山

旧
記
」
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。

さ
て
、
享
保
の
鉄
方
法
式
は
、
領
内
の
有
力
鉄
師
八
人
（
仁
多
郡
五

人
・
飯
石
郡
二
人
・
神
門
郡
一
人
、
大
原
郡
一
人
＝
経
営
に
失
敗
し
員

数
外
に
）
を
選
定
し
、
先
納
銀
な
ど
を
課
す
と
と
も
に
、
鑪
を
一
〇
カ

所
、
鍛
冶
屋
を
三
軒
半
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
鉄
師
に

は
、
自
分
持
ち
鉄
山
を
中
核
に
、
周
辺
の
他
人
持
ち
の
鉄
山
や
村
民
所

持
の
腰
林
か
ら
の
木
炭
買
い
上
げ
権
、
ま
た
砂
鉄
採
取
の
鉄
穴
を
も
配

分
し
て
い
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
そ
れ
ま
で
の
藩
に

よ
る
買
鉄
制
を
廃
止
し
、

一
定
の
経
営
力
を
持
つ
に

至
っ
た
鉄
師
の
成
長
を
前

提
に
鉄
師
の
売
鉄
制
に
転

換
し
、
さ
ら
に
鑪
・
鍛
冶

屋
の
数
を
固
定
し
て
森
林

資
源
や
砂
鉄
資
源
の
配
分

を
定
め
、
経
営
の
安
定
化

を
は
か
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る

(

11
）。

た
だ
し
割
り
当

て
ら
れ
た
他
人
持
ち
鉄
山

や
腰
林
は
、
鉄
師
株
所
持

者
と
い
え
ど
も
買
得
し
な

い
限
り
元
の
山
主
の
所
持

に
変
わ
り
は
な
い
。

奥
出
雲
の
仁
多
郡
・
飯

石
郡
が
鉄
師
配
置
の
中
心

に
な
っ
て
い
る
が
、
図
１

に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の

二
つ
の
郡
だ
け
が
他
の
郡

－ 3－

図１　明治14年出雲10郡の田畑・山林面積（松江市街除く）
佐竹昭「鉄山の利用形態」『奥出雲町文化的景観調査報告書』（島根県奥出雲町教育委員会，2013）
図6-3-3を改変。
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自分他人
村名

上阿井村源兵衛 竹崎村孫三郎 大馬木村徳右衛門 大馬木村又右衛門 亀嵩町六兵衛

鉄山
腰林

自分他人

鉄山
腰林

自分他人

鉄山
腰林

自分他人

鉄山
腰林

自分他人

鉄山
腰林

村
別
鉄
山
数

上阿井

高尾

三成

下阿井

川内

鴨倉石三沢組

竹崎

大呂

八川

樋野口

加食

下布施

北原・尾原・槻屋・湯

原口・稲田・横田

大馬木

小馬木

雨川

大谷

下横田

亀嵩

高田

琴枕

大内原

湯野原

佐白

八代

郡・三所・下三沢

上布施・前布施

4

6

2

2

1

6

2

6

2

2

2

7

5

2

2

6

1

1

1

1

2

1

4

3

1

1

1

1

1

1

○

○

△

○

○

○

3,2/3

1

1

2

2,1/3

1

1

1

2

○

○

○

○

○

○

○

2

1

1

2

１作

2

3

2

2

１作

△

△

▲

▲

▲

○

○

１作

１作

１作

2

2

1

1

2

▲

▲

▲

○

2,1/3

1

1

3,2/3

1

1

2

1

１作

○

○

○

○

○

○

○

○

○

表１　享保11年，仁多郡鉄師別鉄山・腰林の配分

「鉄山旧記」所収「仁多郡鉄山箇所分ケ帳」（『新修島根県史史料編２』島根県，1965年），奥出雲
町（旧横田町）所蔵の卜蔵家文書で補訂。△は一部，▲は共同利用を示す。１作は現在の用益終
了後に○印等の鉄師に移行する。佐竹昭「鉄山の利用形態」『奥出雲町文化的景観調査報告書』
表6-3-1を一部修正。
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「鉄山箇所分帖」
八（Ｂ）

「追々御書出し写シ」
二（Ａ）

芦谷鉄山 孫三郎，1/3大馬
木村徳右衛門 孫三郎

大畑鉄山 孫三郎 孫三郎
赤川鉄山 孫三郎 孫三郎
亀石鉄山 孫三郎 孫三郎

萬歳鉄山 竹崎村吉右衛門・
利右衛門

竹崎村夫兵衛・
甚兵衛

山郡鉄山 五反田村市郎右衛
門

五反田村太郎右衛
門

山奥鉄山 孫三郎 孫三郎

福頼鉄山 大呂村六次，五反
田村市郎右衛門

大呂村清左衛門・
与一・次右衛門

八川村 小八川鉄山 五反田村市郎右衛
門

五反田村太郎右衛
門

鹿谷鉄山 孫三郎 中湯野村五吉，竹
崎村甚兵衛

蔵屋鉄山 五反田村市郎右衛
門

大呂村喜右衛門・
与一，五反田村太
郎右衛門

加食村鉄山 加食村市郎右衛
門・又右衛門

加食村市郎右衛
門・仁兵衛

大袋鉄山
加食村市郎右衛
門・又右衛門

加食村又右衛門
（仁兵衛ニ成）・
市郎右衛門

坂水鉄山 孫三郎
上阿井村三郎左衛
門・馬馳村彦右衛
門

瀧上鉄山 孫三郎
上阿井村三郎左衛
門・馬馳村彦右衛
門

北原村
尾原村
槻屋村
湯　村

原口村
稲田村
横田村

村中腰林，只
今一作ハ六兵
衛，重ては孫
三郎鑪付

加食村

所持者名

竹崎村

村名 鉄山名 腰林

村中腰林
孫三郎鑪付

村中腰林
孫三郎鑪付

村中腰林
孫三郎鑪付

下布施村

村中腰林
孫三郎鑪付

村中腰林
孫三郎鑪付

大呂村

村中腰林
孫三郎鑪付

樋野口村

表２　卜藏家へ配分の鉄山・腰林

出典：「鉄山旧記」（『新修島根県史史料編２』）、Ａ「享保 11年出雲鉄方御法式并仁多郡中鑪附
ヶ所訳追々御書出し写シ」Ｂ「仁多郡鑪鍛冶屋ケ所分帖」（卜藏家文書）で補訂



と
は
ち
が
っ
て
山
林
面
積
が
田
畑
面
積
の
一
〇
倍
を
超
え
、
山
林
資
源

の
裏
付
け
を
示
し
て
い
る
。

特
に
仁
多
郡
で
は
、
上
阿
井
村
源
兵
衛
（
櫻
井
家
）・
竹
崎
村
孫
三

郎
（
卜
藏
家
）・
大
馬
木
村
徳
右
衛
門
（
絲
原
家
）・
同
村
又
右
衛
門

（
杠
家
）・
亀
嵩
町
六
兵
衛
の
五
人
の
鉄
師
の
も
と
、
鑪
五
ヶ
所
・
鍛
冶

屋
二
軒
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
鉄
山
・
腰
林
・
鉄
穴
の
配
分
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
古
く
か
ら
の
製
鉄
地
域
で
あ
っ
た
た
め
か
多
く
の
鉄
師
が

競
合
し
、
よ
り
細
か
な
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

表
１
は
仁
多
郡
の
鉄
山
・
腰
林
配
分
の
概
要
を
「
鉄
山
旧
記
」
所
収

の
箇
所
分
け
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ
る

(
12
）。
さ
ら
に
表
２
に
、
卜
藏

家
の
鑪
に
配
分
さ
れ
た
鉄
山
・
腰
林
の
部
分
だ
け
を
具
体
的
に
示
し
た
。

芦
谷
鉄
山
な
ど
卜
藏
孫
三
郎
自
分
持
ち
の
鉄
山
の
ほ
か
、
山
郡
鉄
山
な

ど
他
人
持
ち
の
鉄
山
、
さ
ら
に
村
民
所
持
の
腰
林
が
村
単
位
で
割
り
当

て
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
所
持
者
名
欄
に
示
し
た
よ
う
に
「
鉄
山
旧
記
」
に
は
鉄

山
・
腰
林
配
分
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
内
容
の
史
料
が
二
種
収
め
ら
れ
て
お

り
（
二
と
八
、
後
掲
表
３
参
照
）、
し
か
も
卜
藏
家
に
配
分
さ
れ
た
鉄

山
の
み
、
そ
の
二
種
の
間
で
所
持
者
名
が
一
部
相
違
す
る
と
い
う
困
っ

た
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
研
究
は
見
あ
た
ら

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
享
保
期
の
同
家
関
係
の
鉄
山
を
確
認
す
る
に
は

避
け
て
通
れ
な
い
の
で
、次
章
で
は
ま
ず
こ
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
る
。

第
一
章

「
鉄
山
旧
記
」と
享
保
鉄
方
法
式
の
鉄
山
所
持
者
名

さ
て
、
鉄
方
法
式
に
お
け
る
鉄
山
・
腰
林
等
の
配
分
を
具
体
的
に
知

る
に
は
、
先
の
表
１
、
２
に
用
い
た
絲
原
家
「
鉄
山
旧
記
」（
原
題
「
鉄

山
旧
記
写
」『
新
修
島
根
県
史
史
料
編
２
』
一
九
六
五
年
、
以
下
と
く

に
限
定
す
る
場
合
県
史
本
と
す
る
）
収
載
の
「
出
雲
鉄
方
御
法
式
并
仁

多
郡
鑪
ヶ
所
付
追
々
御
書
出
し
写
し
」（
後
掲
表
３
の
二
〜
六
）
の
二
、

あ
る
い
は
「
仁
多
郡
鉄
山
箇
所
分
ケ
帳
」（
同
表
３
の
七
〜
九
）
の
八

に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
鉄
山
等
の
配
分
で
は

両
者
ほ
ぼ
同
内
容
な
が
ら
、
卜
藏
家
配
分
の
鉄
山
に
お
い
て
の
み
所
持

者
名
が
一
部
異
な
り
、
ま
た
い
ず
れ
に
も
し
ば
し
ば
人
名
・
地
名
等
の

誤
記
が
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
享
保
十
一
年
当
時
の
そ
れ
を
確
定
で
き
な

い
と
い
う
憾
み
が
あ
る

(

13
）
。「
鉄
山
旧
記
写
」
の
原
本
で
確
か
め
た
い
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
十
四
〜
十
六
年
度
の
絲
原
家
古
文
書
調
査
で
は

そ
の
所
在
が
確
認
で
き
な
か
っ
た

(

14
）
。

ま
た
、
県
史
本
「
鉄
山
旧
記
」
に
は
、
表
紙
裏
の
記
述
と
し
て
「
大

呂
村
の
山
根
卜
蔵
屋
の
蔵
本
を
安
政
四
年
に
絲
原
氏
が
書
写
し
た
」
こ

と
を
記
す
。
大
呂
楠
家
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
「
鉄
山

根
元
」
と
題
す
る
一
本
が
あ
り
、
高
橋
一
郎
氏
は
こ
れ
を
「
鉄
山
旧
記
」

の
原
本
と
考
え
ら
れ
た

(

15
）
。「
鉄
山
根
元
」
は
そ
の
複
写
本
が
奥
出
雲
町

教
育
委
員
会
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
拝
見
し
た
と
こ
ろ
、
た
し
か
に
内

容
は
県
史
本
「
鉄
山
旧
記
」
と
全
く
同
じ
で
あ
り
、
し
か
も
誤
記
が
少

－ 6－



な
く
善
本
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
卜
藏
家
の
鉄
山
所
持
者
名
で

は
や
は
り
二
・
八
の
両
者
の
記
載
が
不
一
致
の
ま
ま
で
あ
る
。

「
鉄
山
旧
記
」
は
、
各
種
の
史
料
を
取
り
込
ん
で
一
本
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
年
紀
を
参
考
に
す
る
と
現
行
の
姿
に
な
っ
た

の
は
幕
末
期
の
よ
う
で
あ
る
。
右
の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
む
し
ろ

そ
の
素
材
に
な
っ
た
一
つ
一
つ
の
史
料
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
必
要
が

あ
る
。

表
３
は
、
ア
欄
で
「
鉄
山
旧
記
」
の
内
容
構
成
を
便
宜
上
十
二
の
部

分
に
分
け
、
イ
欄
以
下
に
関
係
す
る
史
料
を
い
く
つ
か
集
め
て
対
比
し

て
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
エ
、
オ
、
カ
は
い
ず
れ
も
幕
末
期

に
至
っ
て
特
定
の
目
的
か
ら
作
成
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
対
し
て
イ
の

Ａ
・
Ｂ
史
料
は
卜
藏
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
む
し
ろ
「
鉄
山
旧
記
」

（
＝
「
鉄
山
根
元
」）
の
直
接
の
素
材
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

Ａ
は
「
鉄
山
旧
記
」
の
う
ち
二
〜
六
相
当
分
を
そ
の
順
で
含
む
竪
冊
、

Ｂ
も
同
じ
く
七
〜
九
相
当
の
部
分
を
含
む
竪
冊
で
あ
る

(

16
）
。
十
と
十
二
に

相
当
す
る
史
料
名
も
卜
藏
家
の
旧
蔵
資
料
の
な
か
に
見
え
る

(

17
）
。

さ
ら
に
Ａ
・
Ｂ
両
者
に
つ
い
て
精
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
Ａ
史
料
の

二
に
つ
い
て
、
卜
蔵
家
関
係
の
鉄
山
所
持
者
名
の
一
部
に
押
紙
状
に
紙

が
貼
ら
れ
、
新
た
に
そ
の
上
に
人
名
が
書
き
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
し
か
も
そ
の
貼
紙
の
下
を
透
か
す
と
元
の
人
名
が
読
み
取
れ

る
が
、
そ
れ
は
Ｂ
史
料
の
八
と
完
全
に
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
県
史
本

な
ど
の
「
鉄
山
旧
記
」
の
二
の
部
分
は
、
貼
紙
で
修
正
さ
れ
た
の
ち
の

－ 7－

ア 絲原家旧蔵本，楠家本 イ卜藏家文書 ウ櫻井家文書 エ絲原家文書 オ櫻井家文書 カ櫻井家文書

県史本「鉄山旧記」，「鉄山根元」 林制史本 鉄山旧記別本「鉄方御法式  御書出写」
「往古ヨリ鉄方
  御用留抜書」

一

二

三
四
五

六

七

八

九
十

十一
十二

鉄山の起源

「仁多郡鉄穴場所村分覚」（午三月）
「仁多郡鉄穴場所村分之覚」（午三月）
「巳十二月御書出シ写」
（巳十二月二十一日・二十三日）
「鉄方御法式御書出し」
（午二月五日）
Ｂ 表題のあとに、先納銀に
ついての鉄師請書の覚
「仁多郡鉄山箇所分ケ帳」
（享保十一年午正月十八日）
「仁多郡鉄穴場所村分ケ覚」（午正月）
「仁多郡中鉄穴鬮取番附極帳写し」
「鉄穴請代」「鉄穴御運上銀之事」
「鉄穴年々流番」（嘉永七寅年～）

① 史料一一

A 表題のあとに、仁多郡
鑪付鉄山等の箇所わけ

無運上鍛
冶屋の由来

１ 史料二

２一筆申入
（正月十日）史料六

３

４（内容省略）
5（内容省略）

史料四
史料五

構
成
の
順
序

Ａ「享保十
一年午正月
出雲鉄方御
法式并仁多
郡中鑪附ヶ
所訳追々御
書出し写シ」
二～六

「享保十一
年午正月出
雲鉄方御法
式并仁多郡
中鑪附ヶ所
訳追々御書
出し写シ」
二～六

Ｂ「仁多郡鑪鍛
冶屋ヶ所分帖」
（享保十一年午
正月）七～九

大吉、坂根鑪
の由来

大吉、坂根鑪
等の由来

表３　「鉄山旧記」の構成と関連史料

出典：本文のほか，イは注（16），ウ・オ・カは注（20），エは注（14）参照。



所
持
者
名
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
、
一
方
、
八
の
部
分
は
Ｂ
史
料
の
八

を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
容
面
か
ら
み
る
と
、
Ａ
史
料
二
〜
六
は
、
仁
多
郡
の
鑪
に
配
分
さ

れ
る
鉄
山
・
腰
林
・
鉄
穴
な
ど
の
一
覧
と
、
享
保
十
年
十
二
月
か
ら
十

一
年
二
月
に
か
け
て
の
鉄
方
法
式
に
関
す
る
松
江
藩
か
ら
の
書
付
写
し

か
ら
な
る
。
Ｂ
史
料
七
〜
九
は
、
そ
れ
に
対
し
て
鉄
師
た
ち
が
応
え
た

請
書
と
、
配
分
さ
れ
た
鉄
山
等
の
一
覧
か
ら
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
内

容
的
に
は
Ａ
が
先
行
し
、
Ｂ
が
そ
の
再
確
認
を
行
っ
た
史
料
に
あ
た

る
。
Ａ
と
Ｂ
と
の
鉄
山
所
持
者
名
の
相
違
は
、
一
見
し
て
Ａ
の
誤
り
を

Ｂ
で
訂
正
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
事
例
は
こ
れ

ま
で
述
べ
た
よ
う
に
そ
う
で
は
な
く
、
も
と
も
と
Ａ
史
料
と
Ｂ
史
料
と

で
は
鉄
山
所
持
者
名
に
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
く
、
た
だ
Ａ
の
卜
藏
家
関

係
の
部
分
が
後
世
修
正
さ
れ
、
そ
れ
を
「
鉄
山
旧
記
」
が
受
け
継
い
で

し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
貼
紙
で
修
正
さ
れ
た
新
た
な
鉄
山
所
持
者
名
（
八
と
異
な
る

所
持
者
名
）
は
い
つ
ご
ろ
の
も
の
な
の
か
。
先
の
表
２
に
戻
り
、
こ
の

問
題
を
考
え
て
み
る
。

手
が
か
り
は
下
布
施
村
の
鉄
山
に
あ
る
。
実
は
櫻
井
家
の
証
文
写
し

の
な
か
に
、
竹
崎
村
（
卜
藏
）
甚
六
・
孫
三
郎
が
、
寛
保
三
年
（
一
七

四
三
）
に
下
布
施
村
鉄
山
押
立
三
本
分
（
四
分
の
三
の
こ
と
）
を
可
部

屋
（
櫻
井
）
源
兵
衛
に
年
季
売
り
（
買
戻
）
し
た
証
文
が
残
さ
れ
て
い

る

(

18
）
。
証
人
に
は
同
鉄
山
押
立
一
本
分
（
四
分
の
一
）
の
持
主
と
し
て
馬

馳
村
（
村
尾
）
彦
三
郎
の
名
も
見
え
る
。
こ
れ
が
二
の
下
布
施
村
鉄
山

所
持
者
上
阿
井
村
（
櫻
井
）
三
郎
左
衛
門
・
馬
馳
村
彦
右
衛
門
に
つ
な

が
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
一
〇
年
の
年
季
売
り
と
は
い
え
複
利
計
算

で
永
代
売
り
と
実
質
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く

(

19
）
、
事
実
こ
の
証
文
を
も
っ

て
櫻
井
家
の
資
産
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
表
２
二
の
欄
の
卜
藏
家
関
係

の
鉄
山
所
持
者
名
は
、
少
な
く
と
も
寛
保
三
年
以
降
の
も
の
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
修
正
以
前
の
所
持
者
名
（
＝
八
の
欄
の
所
持

者
名
）
は
、
享
保
十
一
年
段
階
と
考
え
て
問
題
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に

な
っ
た
。

以
上
、「
鉄
山
旧
記
」
の
資
料
的
性
格
に
及
ん
だ
た
め
や
や
迂
遠
な

考
証
を
重
ね
た
が
、
本
稿
の
趣
旨
に
即
し
て
こ
れ
ま
で
の
考
察
結
果
を

ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

表
３
に
示
し
た
「
鉄
山
旧
記
」
の
内
容
構
成
二
〜
六
の
部
分
は
、
Ａ

史
料
が
原
史
料
の
位
置
に
あ
る
が
、
卜
藏
家
関
係
の
鉄
山
所
持
者
名
は

修
正
後
の
寛
保
三
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
（
他
は
享
保
期
の
も
の
）。

同
じ
く
七
か
ら
九
の
部
分
は
Ｂ
史
料
が
原
史
料
に
相
当
し
、八
に
記
さ

れ
た
所
持
者
名
は
享
保
期
の
も
の
と
み
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
Ａ
史
料
の
鉄
山
所
持
者
名
の
修
正
は
卜
藏
家
関
係
だ
け

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
史
料
は
も
と
も
と
卜
蔵
家
内
部
で
使
用
す

る
文
書
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
修
正
後
の
Ａ
史
料
は
表
３
ウ
欄

に
示
し
た
よ
う
に
櫻
井
家
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。『
日
本
林
制
史
資

料
』
掲
載
の
「
出
雲
鉄
方
御
法
式
并
仁
多
郡
中
鑪
付
ヶ
所
澤
（
マ
マ
）
追
々
御
書
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出
寫
」
は
そ
れ
を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る

(

20
）
。
当
然
な
が
ら
卜
蔵
家
関
係

の
鉄
山
所
持
者
名
は
寛
保
三
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
、
戦
前
か
ら
こ

の
史
料
は
享
保
期
の
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
鉄
方

法
式
段
階
の
鉄
山
所
持
者
名
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
「
鉄
山
旧
記
」
等

で
は
二
の
記
載
に
よ
ら
ず
、
八
の
記
載
に
よ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
章
で
は
卜
藏
孫
三
郎
自
分
持
ち
の
鉄
山
を
中
心
に
個
々
の
鉄
山
の

検
討
に
進
む
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
章
　
卜
藏
家
の
鉄
山

卜
藏
家
は
仁
多
郡
竹
崎
村
（
島
根
県
仁
多
郡
奥
出
雲
町
）
が
本
拠
地

で
、
旧
宅
跡
に
は
船
通
山
を
背
景
に
し
た
美
し
い
庭
園
、
さ
ら
に
近
く

に
歴
代
の
墓
地
も
残
さ
れ
て
い
る
。
少
し
山
手
に
は
卜
藏
家
の
主
力
鑪

で
あ
っ
た
原
鑪
跡
が
あ
る
。
卜
藏
家
の
鉄
山
が
集
中
す
る
竹
崎
村
は
斐

伊
川
の
最
上
流
に
位
置
し
、
鳥
取
県
に
接
す
る
地
域
で
あ
る
。
大
呂
村

や
樋
野
口
村
と
と
も
に
旧
横
田
町
の
東
北
部
一
帯
を
占
め
る
。
鉄
師
卜

藏
家
の
当
主
は
享
保
の
鉄
方
法
式
段
階
で
は
孫
三
郎
で
あ
る
が
、
そ
の

前
後
は
甚
兵
衛
を
名
乗
る
事
が
多
い
。
一
時
期
た
た
ら
操
業
を
中
止
し

た
際
に
は
藤
七
を
称
し
た
こ
と
も
あ
る
。
以
下
、
表
２
の
順
に
に
し
た

が
っ
て
同
家
の
鉄
山
取
得
の
経
緯
を
検
討
す
る
。

（
一
）

芦
谷
鉄
山
（
竹
崎
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
の
鉄
方
法
式
の
段
階
、
Ａ
史
料
二
で
は

卜
藏
孫
三
郎
持
来
り
と
し
、
Ｂ
史
料
八
で
は
孫
三
郎
自
分
持
来
り
だ
が

三
分
の
一
は
大
馬
木
村
（
絲
原
）
徳
右
衛
門
持
山
と
す
る
。

所
持
者
が
一
部
相
違
す
る
が
、
こ
れ
は
先
述
の
Ａ
史
料
の
貼
紙
に
よ

る
修
正
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
鉄
方
法
式
が
命
じ
ら
れ
た
際
、
鉄
師

が
請
書
（
Ｂ
史
料
）
を
差
し
出
す
段
階
で
現
状
に
合
わ
せ
て
内
容
を
訂

正
し
た
希
な
事
例
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
際
に
直
前
の
享
保
九
年
、

芦
谷
鉄
山
の
一
部
が
卜
藏
市
右
衛
門
か
ら
徳
右
衛
門
に
売
却
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
芦
谷
鉄
山
が
卜
藏
家
の
所
持
に
な
っ
た
の
は
貞
享
二
年
（
一

六
八
五
）
六
月
二
十
六
日
の
こ
と
で
、「
芦
谷
鑪
山
半
ヶ
所
」
が
銀
札

二
五
〇
目
で
竹
崎
村
か
ら
卜
藏
甚
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
た（200-9

）。

そ
の
直
前
の
二
十
三
日
に
は
、
竹
崎
村
庄
屋
と
同
村
年
寄
庄
右
衛
門
・

同
忠
右
衛
門
と
の
間
で
出
入
り
解
決
の
た
め
「
取
替
シ
申
一
札
之
事
」

が
作
成
さ
れ
、「
芦
谷
鑪
山
」
の
半
ヶ
所
は
土
山
共
に
永
代
に
地
下
中

（
村
）
の
も
の
で
、
残
り
半
ヶ
所
が
右
の
年
寄
二
名
の
永
代
所
持
と
さ

れ
て
い
る
（200-14

）。
竹
崎
村
が
地
下
分
を
卜
藏
家
に
売
却
す
る
の

に
伴
っ
て
そ
の
内
容
を
確
定
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
九
月
に
は
、
先
の
芦
谷
山
四
分
の
一
所
持

者
忠
右
衛
門
が
未
進
を
出
し
、
や
は
り
甚
兵
衛
に
白
銀
六
〇
目
で
永
代

売
り
し
た
（254-5

）。
た
だ
し
こ
の
時
は
忠
右
衛
門
自
身
か
ら
で
は
な
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く
「
御
公
儀
様
（
松
江
藩
）
よ
り
御
潰
な
さ
れ
」
た
と
い
う
こ
と
で
、

地
下
中
か
ら
甚
兵
衛
に
売
却
す
る
証
文
を
作
成
し
、
そ
の
代
銀
を
藩
に

納
め
て
い
る
。

残
り
の
庄
右
衛
門
所
持
の
四
分
の
一
は
、
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）

十
二
月
に
「
芦
谷
鉄
山
壱
ヶ
所
之
内
、
押
立
壱
本

(

21
）
」
と
し
て
田
反
部
儀

右
衛
門
な
る
者
か
ら
卜
藏
市
右
衛
門
に
白
銀
五
〇
〇
目
で
永
代
売
り
さ

れ
た
（200-3-1

）。
こ
れ
で
芦
谷
鉄
山
は
ま
と
ま
っ
て
卜
藏
一
族
の
所

持
と
な
っ
た
。

た
だ
し
こ
の
四
分
の
一
は
、
先
述
の
よ
う
に
享
保
九
年
に
湯
野
廻

（
絲
原
）徳
右
衛
門
に
新
銀
三
貫
九
八
〇
目
で
永
代
売
り
さ
れ
る（200-

3-2

）。
先
の
徳
右
衛
門
所
持
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
四
分
の
一
で
は
な
く
三
分
の
一
と
し
た
か
は
な
お
不
詳
で
あ
る
が
、

そ
の
証
文
に
は
売
主
卜
藏
市
右
衛
門
の
相
山
主
と
し
て
卜
藏
孫
三
郎
の

名
も
見
え
、
享
保
十
一
年
の
鉄
方
法
式
段
階
で
は
、
卜
藏
孫
三
郎
が
芦

谷
鉄
山
の
四
分
の
三
を
、
湯
野
廻
（
絲
原
）
徳
右
衛
門
が
四
分
の
一
を

所
持
し
た
と
す
る
の
が
証
文
上
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
四

分
の
一
は
、
そ
の
後
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
再
び
湯
野
廻
次
郎
吉

か
ら
卜
藏
甚
兵
衛
に
文
銀
三
貫
目
で
売
却
さ
れ
卜
藏
家
の
所
持
と
な
っ

た
（200-3-3

）。
鉄
直
段
下
落
等
で
借
銀
の
た
め
書
き
入
れ
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
は
卜
藏
藤
七
の
所
持
が

確
認
で
き
る
（200-26-2

）。

芦
谷
鉄
山
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
の
卜
藏

市
右
衛
門
と
田
反
部
儀
右
衛
門
と
の
出
入
り
の
際
の
「
渡
し
申
一
札
之

事
」
に
「
東
ハ
舟
（
船
）
通
路
う
ね
水
流
き
り
、
西
ハ
堤
谷
弥
三
次
林

境
う
ね
切
、
南
ハ
山
郡
利
右
衛
門
鉄
山
う
ね
切
、
北
ハ
す
か
ま
林
境
う

ね
切
」
と
あ
り
（200-23

）、
後
世
ま
で
こ
れ
が
基
準
と
な
っ
た
よ
う

で
明
治
期
の
芦
谷
鉄
山
絵
図
が
そ
の
位
置
を
伝
え
る
（194

）。
卜
藏
家

原
鑪
跡
付
近
か
ら
追
谷
南
西
方
向
の
山
中
、
船
通
山
直
下
に
至
る
ま
で

の
一
帯
で
あ
る
。

（
二
）

大
畑
鉄
山
（
竹
崎
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
で
卜
藏
孫
三
郎
持
来
り
の
鉄
山
で

あ
る
。
所
持
す
る
ま
で
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
正
徳
元
年
（
一
七

一
一
）
に
そ
の
四
分
の
一
を
卜
藏
市
右
衛
門
に
家
督
分
け
し
て
い
る
。

卜
藏
甚
兵
衛
ほ
か
一
族
三
名
あ
て
の
市
右
衛
門
の
受
取
証
文
「
相
渡
申

一
札
事
」（267-4

）
に
よ
る
と
、「
大
畑
山
壱
ヶ
所
之
内
四
歩
一
、
赤

川
山
壱
ヶ
所
之
内
四
歩
一
」
に
加
え
て
「
大
畑
之
内
細
谷
鉄
穴
壱
口
」

「
か
が
ら
腰
林
三
歩
一
」
を
受
け
取
り
、
た
た
ら
の
操
業
は
寄
合
で
行

う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
し
か
し
、
享
保
九
年
に
は
市
右
衛
門
が
経

営
に
失
敗
し
て
「
鉄
方
古
勘
定
不
埒
」
で
潰
れ
に
及
ぶ
こ
と
に
な
り
、

こ
の
大
畑
山
四
分
の
一
に
つ
い
て
は
新
た
に
下
地
か
ら
分
割
し
て
そ
の

四
至
を
定
め
て
い
る(267-5

）。

本
来
、
た
た
ら
の
操
業
と
鉄
山
の
所
持
は
一
体
的
で
、
分
割
す
る
場

合
も
い
わ
ば
経
営
の
権
利
・
義
務
の
分
割
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
単
な
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る
燃
料
供
給
林
と
し
て
売
買
さ
れ
は
じ
め
る
と
そ
の
領
域
も
下
地
か
ら

明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
生
ま
れ
て
く
る

(

22
）
。
お
そ
ら
く
市
右
衛
門
も
経

営
の
失
敗
か
ら
、
資
産
を
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
確
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
四
分
の
一
を
家
督
分
け
し
た
の
ち
の
鉄
方
法
式
で
も
孫

三
郎
持
来
り
の
鉄
山
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
残
り
四
分
の
三
は
甚
兵
衛

（
孫
三
郎
）
ら
の
留
保
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
山
の
最
初

の
入
手
を
示
す
証
文
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

な
お
こ
の
四
分
の
一
も
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
大
呂
村
武
左

衛
門
か
ら
卜
藏
甚
兵
衛
に
「
立
木
一
生
」
七
年
季
で
大
炭
用
に
渡
さ
れ

（200-6

）、
さ
ら
に
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
は
大
呂
村
文
十
か
ら

甚
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
、
再
び
卜
藏
家
に
戻
っ
て
い
る
（200-5

）。

大
畑
鉄
山
の
位
置
は
、
こ
れ
を
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
に
志
儀

（
頼
母
子
の
一
種
）
の
担
保
に
入
れ
た
際
の
証
文
（2

0
0

-
1

0
）
で
は
、

「
東
ハ
亀
石
祖
父
ヶ
谷
之
そ
ね
よ
り
亀
石
原
喜
々
山
そ
ね
水
流
切
、
下

モ
ハ
亀
石
川
落
合
迄
、
西
ハ
山
郡
鉄
山
そ
ね
よ
り
杠
之
頭
右
之
小
迫
大

槙
迄
、
下
モ
ハ
杠
本
谷
川
切
、
南
ハ
船
通
路
は
り
う
ね
切
、
北
ハ
山
根

奥
は
り
う
ね
切
よ
り
境
ヶ
谷
伴
吉
山
そ
ね
切
」
と
あ
る
。

先
の
芦
谷
鉄
山
の
北
東
に
位
置
し
、
東
で
亀
石
鉄
山
、
南
の
船
通
山

直
下
で
杠
鉄
山
、
さ
ら
に
南
西
で
山
郡
鉄
山
南
端
に
接
す
る
。
ま
た
鉄

穴
が
あ
る
細
谷
を
も
含
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。

（
三
）

赤
川
鉄
山
、
奥
山
鑪
山
（
竹
崎
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
で
卜
藏
孫
三
郎
持
来
り
の
鉄
山
で

あ
る
。
先
の
大
畑
鉄
山
と
同
じ
く
正
徳
元
年
に
四
分
の
一
が
卜
藏
市
右

衛
門
に
家
督
分
け
さ
れ
て
い
る
。

赤
川
鉄
山
の
最
も
古
い
証
文
は
表
題
（
貼
紙
）
に
「
慶
安
弐
年
赤
川

鉄
山
古
証
文
三
通
」
と
記
さ
れ
奥
山
鑪
山
の
そ
れ
と
貼
り
継
が
れ
た
状

態
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
鉄
山
証
文
に
は
売
却
の
際
に
古
証
文
を
添
え

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
記
さ
れ
そ
の
実
例
も
多
い
。
赤
川
鉄
山
と
奥
山
鑪

山
と
は
本
来
別
個
で
あ
っ
た
が
一
つ
の
鉄
山
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
か

と
思
わ
れ
る
。

慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
十
二
月
、
卜
藏
藤
右
衛
門
・
三
郎
右
衛

門
・
五
郎
右
衛
門
ら
が
所
持
し
て
い
た
「
奥
山
鑪
并
山
川
共
ニ
」
が
丁

銀
二
〇
〇
目
で
芦
田
瀬
兵
衛
・
同
名
長
三
郎
に
永
代
売
り
さ
れ
た
（
園

部
七
太
夫
の
裏
書
あ
り
、2

0
0

-
1

-
1

）。
し
か
し
万
治
元
年
（
一
六
五

八
）
十
二
月
に
は
そ
の
「
奥
山
中
鑪
壱
ヶ
所
山
川
共
ニ
」
が
横
田
町
芦

田
瀬
兵
衛
、
同
名
助
左
衛
門
・
治
左
衛
門
・
三
郎
兵
衛
か
ら
丁
銀
一
三

〇
目
で
竹
崎
村
庄
屋
安
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
て
い
る
（200-1-2

）。

そ
れ
に
は
も
う
一
通
、
芦
田
助
左
衛
門
・
芦
田
瀬
兵
衛
か
ら
庄
屋
安
兵

衛
あ
て
の
文
書
が
添
え
ら
れ
（200-1-3

）、
次
の
よ
う
な
事
情
が
記
さ

れ
て
い
た
。

「
竹
崎
村
赤
川
山
壱
ヶ
所
山
川
共
ニ
」
は
、
先
年
御
公
儀
様(

松
江

藩
）
か
ら
鍛
冶
屋
山
と
し
て
瀬
兵
衛
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
立
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木
を
使
い
果
た
し
た
の
ち
、
土
山
は
中
間
惣
左
衛
門
・
阿
部
仁
右
衛

門
・
同
与
右
衛
門
に
と
ら
せ
立
木
が
回
復
し
た
ら
鑪
山
に
す
る
よ
う
申

し
渡
し
た
。
去
年
（
明
暦
三
年
）
に
な
っ
て
立
木
を
瀬
兵
衛
か
ら
助
左

衛
門
に
与
え
た
が
「
我
等
手
遠
ク
候
ニ
付
、
万
事
鑪
之
事
き
も
い
り
御

公
儀
を
相
勤
く
れ
候
へ
と
申
定
」
め
、
立
木
半
分
の
所
を
渡
し
て
（
卜

藏
）
五
郎
右
衛
門
と
寄
合
で
鑪
を
操
業
し
た
が
、
さ
ら
に
自
分
た
ち
の

立
木
半
分
を
竹
崎
村
庄
屋
安
兵
衛
に
渡
す
の
で
、
今
年
の
春
に
山
子
た

ち
が
借
用
し
た
仕
入
米
三
十
四
俵
相
当
の
鉄
を
取
り
立
て
て
藩
に
上
納

し
て
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
の
際
「
鑪
奉
行
」
に
付
け
置
い
た
小
家
作
九

右
衛
門
の
家
も
付
け
て
渡
す
と
し
て
い
る
。

文
意
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
芦
田
瀬
兵
衛
ら
は
松
江
藩

か
ら
鍛
冶
屋
山
（
赤
川
山
）
を
下
さ
れ
や
が
て
鑪
を
操
業
し
よ
う
と
し

た
が
、
実
は
鉄
生
産
に
長
け
た
一
族
で
は
な
く
、
結
局
奥
山
鑪
山
に
赤

川
山
を
付
け
て
（
卜
藏
）
五
郎
右
衛
門
や
竹
崎
村
庄
屋
に
負
債
処
理
と

も
ど
も
引
き
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
正
徳
元
年

に
は
卜
藏
家
の
鉄
山
と
し
て
確
認
で
き
る
。

こ
の
芦
田
氏
は
絲
原
家
文
書
の
中
に
も
み
え
る
。
慶
安
五
年
（
一
六

五
二
）
八
月
、
八
川
村
の
室
瀧
山
が
七
右
衛
門
ら
五
名
か
ら
芦
田
助
左

衛
門
・
同
名
長
三
郎
・
同
右
馬
之
助
に
包
丁
銀
三
〇
〇
目
で
永
代
売
り

さ
れ
た
。
同
鑪
山
は
さ
ら
に
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
六
月
に
芦
田
瀬

兵
衛
ら
か
ら
包
丁
銀
二
五
〇
目
で
春
田
七
郎
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
、

同
年
十
一
月
に
は
三
〇
〇
目
で
大
馬
木
村
吉
兵
衛
に
転
売
さ
れ
た
。
こ

の
吉
兵
衛
は
絲
原
家
の
こ
と
で
あ
り
、
享
保
の
鉄
方
法
式
段
階
で
は
絲

原
家
自
分
持
ち
の
鉄
山
で
あ
る

(

23
）
。

実
は
、
芦
田
氏
は
松
江
藩
京
極
氏
時
代
の
横
田
代
官
で
あ
り
、
京
極

氏
改
易
後
の
松
平
氏
時
代
に
は
横
田
町
に
御
免
屋
敷
を
持
ち
製
鉄
業
に

携
わ
っ
て
い
た
ら
し
い

(

24
）
。
慶
安
年
間
に
領
主
の
支
援
も
あ
っ
て
か
横
田

周
辺
で
鑪
山
を
買
い
集
め
た
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
万
治
か
ら
寛
文
に

か
け
て
結
局
そ
れ
を
手
放
し
て
い
る
。
近
世
前
期
の
製
鉄
業
者
に
は
、

こ
の
よ
う
な
性
格
の
武
士
出
身
者
も
い
た
。

再
度
赤
川
山
に
立
ち
返
る
と
、
こ
の
の
ち
正
徳
元
年
に
先
述
の
よ
う

に
赤
川
山
四
分
の
一
が
卜
藏
市
右
衛
門
に
家
督
分
け
さ
れ
る
が
、
享
保

の
鉄
方
法
式
で
は
大
畑
山
同
様
に
卜
藏
孫
三
郎
所
持
の
鉄
山
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
四
分
の
一
が
再
度
甚
兵
衛
家
に
戻
る
の
は
文
化
八
年
（
一

八
一
一
）
の
こ
と
で
大
呂
村
為
助
か
ら
甚
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
た

（200-51-2

）。

赤
川
鉄
山
の
範
囲
は
、
先
の
慶
安
二
年
奥
山
鑪
山
の
四
至
で
は
「
東

ハ
伯
耆
境
、
南
ハ
あ
か
こ
う
、
西
ハ
大
畑
を
限
、
北
ハ
亀
石
切
な
り
」

と
あ
る
。
現
在
の
地
名
で
は
、
斐
伊
川
の
上
流
、
斐
乃
上
温
泉
の
南
の

二
つ
の
支
流
の
合
流
点
（
落
合
）
付
近
に
赤
川
が
位
置
し
、
さ
ら
に
南

東
側
支
流
の
上
流
が
亀
石
、
南
西
側
支
流
の
上
流
が
大
畑
か
ら
鳥
上

瀧
、
杠
鉄
山
に
い
た
る
。
東
西
は
合
致
す
る
が
、
亀
石
が
赤
川
よ
り
北

と
す
る
四
至
記
載
は
不
審
で
、
南
北
が
逆
転
し
た
方
が
理
解
し
や
す

い
。
誤
記
な
の
か
、
そ
れ
と
も
奥
山
鑪
山
と
赤
川
山
が
一
体
化
し
た
た
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め
理
解
し
に
く
く
な
っ
た
の
か
、
な
お
後
考
に
待
ち
た
い
。

（
四
）

亀
石
鉄
山
（
竹
崎
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
で
卜
藏
孫
三
郎
持
来
り
の
鉄
山
で

あ
る
。

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
三
月
、
卜
藏
甚
兵
衛
か
ら
卜
藏
六
郎
右
衛

門
に
万
歳
山
半
ヶ
所
・
亀
石
山
半
ヶ
所
が
家
督
分
け
さ
れ
た
（2

6
7

-

14

）。
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
七
月
に
は
甚
兵
衛
と
六
郎
右
衛
門

の
半
ヶ
所
ず
つ
の
境
目
を
下
地
か
ら
細
か
く
定
め
て
い
る
（267-13

）。

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
の
六
郎
右
衛
門
家
跡
目
証
文
に
も
亀
石
鉄
山

半
ヶ
所
が
み
え
る
の
で
（
卜
藏
運
兵
衛
家
文
書
、
奥
出
雲
町
教
育
委
員

会
複
写
版
）、
享
保
十
一
年
段
階
で
は
両
者
の
分
割
所
持
状
態
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
が
、
先
の
大
畑
山
・
赤
川
山
と
同
様
に
享
保
の
鉄
方
法

式
で
は
一
族
を
代
表
し
て
孫
三
郎
所
持
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
家
督
分
け
以
前
に
甚
兵
衛
が
所
持
し
て
い
た
亀
石
山
も
本
来

の
壱
ヶ
所
す
べ
て
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
家
督
分
け
後
に
あ

た
る
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
別
に
亀
石
山
四
分
の
一
が
七
郎
右
衛

門
ら
三
名
か
ら
卜
藏
甚
兵
衛
に
質
入
れ
さ
れ
（200-15

）、
元
禄
五
年

に
も
亀
石
山
壱
ヶ
所
の
四
分
の
一
に
あ
た
る
五
兵
衛
分
が
卜
藏
甚
兵
衛

に
永
代
売
り
さ
れ
て
い
る
（200-2

）。
し
か
も
そ
の
い
ず
れ
か
に
付
さ

れ
て
い
た
ら
し
い
古
証
文
か
ら
、
そ
の
四
分
の
一
の
売
買
は
延
宝
七
年

（
一
六
七
九
）
八
月
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
も
判
明
す
る
（254-4

、
山
郡

七
兵
衛
か
ら
籾
ノ
木
助
左
衛
門
へ
永
代
売
り
）。
こ
れ
ら
を
含
め
た
も

の
が
本
来
の
亀
石
山
壱
ヶ
所
の
規
模
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

亀
石
鉄
山
の
位
置
は
、
右
の
延
宝
七
年
の
証
文
に
「
亀
石
山
境
目
、

上
亀
石
の
上
う
ね
切
、
お
ん
ち
ハ
下
経
塚
の
下
の
う
ね
切
、
谷
ハ
亀
石

鑪
床
へ
渡
り
申
川
切
、
下
ハ
山
伏
塚
お
ん
ち
ひ
な
共
ニ
」
と
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
「
上
」
は
南
に
あ
た
り
、「
下
」
は
北
で
万
歳
鉄
山
と
の
境

に
あ
た
る
。
亀
石
は
、
斐
乃
上
温
泉
付
近
か
ら
南
西
、
船
通
山
麓
に
い

た
る
一
帯
で
伯
耆
と
境
を
接
す
る
。

近
辺
の
山
林
と
し
て
「
亀
石
谷
奥
瀧
之
上
両
平
」
が
宝
暦
十
三
年

（
一
七
六
三
）
に
竹
崎
与
吉
か
ら
和
泉
屋
長
五
郎
に
年
季
売
り
さ
れ

（200-12-1

）、
さ
ら
に
翌
明
和
元
年
に
卜
蔵
甚
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ

た
が
（200-12-2

）、
そ
の
後
も
転
売
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
化
十
一

年
（
一
八
一
四
）
に
は
亀
石
原
鉄
山
も
甚
兵
衛
に
年
季
売
り
さ
れ
た

（200-38-4

）。

（
五
）

万
歳

ば
ん
じ
ょ
う

鉄
山
（
竹
崎
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
、
Ａ
史
料
二
で
は
竹
崎
村
夫
兵

衛
・
甚
兵
衛
所
持
と
し
、
Ｂ
史
料
八
で
は
竹
崎
村
吉
右
衛
門
・
利
右
衛

門
所
持
と
す
る
。
先
の
考
察
に
従
え
ば
、
享
保
十
一
年
当
時
は
吉
右
衛

門
・
利
右
衛
門
所
持
で
、
そ
の
の
ち
夫
兵
衛
・（
卜
藏
）
甚
兵
衛
所
持

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
推
移
が
確
認
で
き
る

こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
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寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
二
月
、「
万
年
山
」
の
う
ち
仲
間
惣
左

衛
門
分
を
銀
一
五
〇
目
で
卜
藏
惣
四
郎
・
甚
兵
衛
に
永
代
売
り
し
た
証

文
の
写
し
が
伝
わ
る
（2

5
4

-
1

）。
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
二
月
に

は
、
竹
崎
村
の
人
々
が
惣
兵
衛
・
長
三
郎
・
吉
兵
衛
・
惣
三
郎
に
「
万

歳
山
」
内
で
の
生
木
伐
採
と
新
規
開
墾
を
し
な
い
と
誓
っ
た
一
札
が
あ

る
（254-2

）。

こ
れ
ら
は
卜
藏
家
の
所
持
を
伝
え
る
よ
う
で
あ
る
が
、
貞
享
四
年

（
一
六
八
七
）
三
月
に
な
っ
て
、
亀
石
鉄
山
半
ヶ
所
と
と
も
に
万
歳
鉄

山
半
ヶ
所
が
卜
藏
甚
兵
衛
か
ら
卜
藏
六
郎
右
衛
門
に
家
督
分
け
さ
れ
て

お
り
（267-14

）、
卜
藏
一
族
が
半
分
ず
つ
分
割
し
て
所
持
し
て
い
た

こ
と
が
は
っ
き
り
確
認
で
き
る
。

し
か
し
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
大
畑
山
・
亀
石
山
と
万
歳
山
と

の
間
で
境
目
を
定
め
た
証
文
（2

6
7

-
1

5

）
で
は
「
卜
藏
甚
兵
衛
」
と

「
万
歳
利
右
衛
門
」
と
の
間
で
証
文
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ

万
歳
鉄
山
の
所
持
者
に
卜
藏
家
と
は
一
線
を
画
す
る
「
利
右
衛
門
」
と

い
う
人
物
が
い
た
。
ま
た
、
享
保
十
九
年
に
卜
藏
吉
右
衛
門
が
孫
三
郎

に
腰
林
を
永
代
売
り
し
て
い
て
（267-18

）、
卜
藏
一
族
の
中
に
は
「
吉

右
衛
門
」
も
い
た
。
さ
ら
に
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
万
歳
鉄
山
半

ヶ
所
が
竹
崎
村
惣
三
郎
か
ら
卜
藏
清
左
衛
門
・
同
名
甚
六
に
永
代
売
り

さ
れ
た
が
、
山
境
持
主
に
「
万
歳
夫
兵
衛
」
が
み
え
る
（2

0
0

-
2

0

）。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
享
保
十
一
年
段
階
の
万
歳
鉄
山
は
卜
藏
吉
右
衛
門

と
万
歳
利
右
衛
門
の
所
持
で
、
の
ち
に
卜
蔵
甚
兵
衛
と
万
歳
夫
兵
衛
の

所
持
に
な
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
く
、
こ
こ
で
も
先
の
「
鉄
山
旧
記
」

を
め
ぐ
る
考
察
結
果
に
合
致
す
る
。

位
置
は
、
南
が
亀
石
鉄
山
と
大
畑
鉄
山
、
北
と
東
は
伯
耆
に
接
し
、

西
は
大
呂
村
で
あ
る
。

竹
崎
村
の
も
う
一
つ
の
鉄
山
、
山
郡
鉄
山
は
五
反
田
村
市
郎
右
衛
門

所
持
と
さ
れ
る
。
生
産
さ
れ
た
大
炭
な
ど
は
孫
三
郎
鑪
付
き
と
し
て
卜

藏
家
の
鑪
に
販
売
す
る
約
束
で
あ
っ
た
。
な
お
竹
崎
村
の
百
姓
腰
林
も

同
様
に
孫
三
郎
鑪
付
で
あ
る
。

（
六
）

山
奥
鉄
山
（
大
呂
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
で
卜
藏
孫
三
郎
持
来
り
の
鉄
山
で

あ
る
。

こ
の
山
は
「
大
呂
谷
山
」
と
称
し
、
も
と
も
と
十
二
人
の
所
持
で
あ

っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
六
人
の
相
持
ち
と
な
っ
て
い
た
。
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）、
伯
耆
と
の
境
に
接
す
る
滝
の
上
の
十
二
分
の
二
は
善
右

衛
門
所
持
で
、
残
り
の
十
二
分
の
十
は
九
右
衛
門
以
下
五
名
の
所
持
で

あ
っ
た
が
、
そ
の
九
右
衛
門
ら
の
分
が
公
儀
未
進
に
あ
て
る
た
め
銀
五

八
三
匁
で
雨
川
村
仁
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
た
（200-13-1

）。
元
禄

十
四
年
（
一
七
〇
一
）
に
は
そ
の
一
部
を
除
い
て
さ
ら
に
丁
銀
一
貫
二

〇
〇
目
で
卜
蔵
甚
兵
衛
に
売
り
渡
さ
れ
て
い
る
（200-13-2

）。
た
だ

の
ち
の
明
和
の
「
山
林
証
文
写
」
に
は
証
文
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
こ
ろ
は
卜
藏
家
の
手
を
離
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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一
方
、
滝
の
上
の
鉄
山
に
つ
い
て
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）

に
亀
嵩
村
儀
右
衛
門
か
ら
卜
藏
孫
三
郎
に
銀
五
〇
〇
目
で
永
代
売
り
さ

れ
（200-16-3
）、
同
十
八
年
に
孫
三
郎
か
ら
さ
ら
に
卜
藏
長
左
衛
門

に
転
売
さ
れ
て
い
る
（200-16-4

）。
こ
の
二
通
は
証
文
写
し
で
伝
わ

る
が
そ
の
後
も
転
々
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

山
奥
鉄
山
の
位
置
は
、
大
呂
村
の
山
奥
川
沿
い
南
北
の
山
林
で
あ
り
、

大
呂
村
山
奥
鉄
山
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
鳥
上
木
炭
銑
工
場
（
日
刀

保
た
た
ら
）
が
位
置
す
る
地
域
で
あ
る
。

大
呂
村
の
も
う
一
つ
の
鉄
山
、
福
頼
鉄
山
は
大
呂
村
六
次
と
五
反
田

村
市
郎
右
衛
門
の
所
持
で
、大
呂
村
腰
林
と
と
も
に
孫
三
郎
鑪
付
で
あ
る
。

八
川
村
の
小
八
川
鉄
山
も
五
反
田
村
の
市
郎
右
衛
門
所
持
で
孫
三
郎

鑪
付
で
あ
る
が
、
百
姓
腰
林
は
大
馬
木
徳
右
衛
門
や
又
右
衛
門
の
鑪
付

で
あ
る
。

（
七
）

鹿
谷
鉄
山
（
樋
野
口
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
で
卜
藏
孫
三
郎
持
来
り
の
鉄
山
で

あ
る
。

元
禄
十
四
年
（
一
七
〇
一
）
十
二
月
、
雨
川
村
の
長
吉
・
次
郎
右
衛

門
か
ら
銀
八
〇
〇
目
で
卜
藏
甚
兵
衛
・
惣
兵
衛
に
永
代
売
り
さ
れ
た

（200-17-1

）。
た
だ
し
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
に
は
、
惣
兵
衛
と
の

関
係
で
樋
野
口
村
の
市
郎
左
衛
門
も
半
分
寄
合
で
あ
っ
た
ら
し
い

（200-17-2

）。
位
置
は
村
の
北
側
、
亀
嵩
村
と
境
を
接
す
る
山
中
で
あ

る
。
明
和
の
「
山
林
証
文
写
」
に
見
え
ず
、
そ
の
こ
ろ
卜
藏
家
の
手
を

離
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
村
の
も
う
一
つ
の
鉄
山
、
蔵
屋
鉄
山

は
、
五
反
田
村
市
郎
右
衛
門
の
所
持
で
、
樋
野
口
村
腰
林
と
と
も
に
孫

三
郎
鑪
付
で
あ
る
。

加
食
村
鉄
山
・
同
大
袋
鉄
山
は
、
加
食
村
市
郎
右
衛
門
・
又
右
衛
門

の
所
持
で
あ
る
が
孫
三
郎
鑪
付
で
、
加
食
村
の
腰
林
は
現
状
で
は
亀
嵩

の
伊
豆
屋
六
兵
衛
の
鑪
付
で
あ
る
が
、
以
後
は
孫
三
郎
鑪
付
と
さ
れ
て

い
る
。

（
八
）

坂
水
鉄
山
・
瀧
上
鉄
山
（
下
布
施
村
）

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
段
階
、
Ａ
史
料
二
で
は
上
阿
井
村
三
郎

左
衛
門
・
馬
馳
村
彦
右
衛
門
所
持
と
し
、
Ｂ
史
料
八
で
は
孫
三
郎
自
分

持
ち
と
す
る
。
先
の
「
鉄
山
旧
記
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
従
え
ば
、
享

保
十
一
年
当
時
は
孫
三
郎
所
持
で
、
そ
の
の
ち
三
郎
左
衛
門
ら
の
所
持

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
第
一
章
で
述
べ
た

よ
う
に
櫻
井
家
文
書
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
時
期
は

寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
卜
藏
家
関
係
の
鉄
山
が
旧
横
田
町
東
北
部

に
集
中
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
鉄
山
は
西
の
旧
木
次
町
東
南
端

（
雲
南
市
木
次
町
）
に
位
置
し
、
か
な
り
離
れ
た
位
置
に
あ
る
。
こ
の

わ
け
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
鉄
山
旧
記
」
の
六
（
Ａ
）
・
七
（
Ｂ
）
に
記
さ
れ
た
先
納
銀
割
り
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当
て
の
記
事
に
よ
る
と
、
大
原
郡
で
鑪
株
を
予
定
さ
れ
て
い
た
上
久
野

村
七
右
衛
門
は
近
年
鑪
を
吹
き
損
じ
て
潰
れ
て
し
ま
い
、
と
り
あ
え
ず

そ
の
鑪
を
孫
三
郎
が
懸
か
り
受
け
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
上
久

野
村
は
旧
大
東
町
（
雲
南
市
大
東
町
）
に
位
置
し
下
布
施
村
と
も
少
し

離
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
両
鉄
山
に
つ
い
て
も
七
右
衛
門
所
持

で
あ
っ
た
も
の
を
孫
三
郎
が
買
い
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

下
布
施
村
以
外
に
北
原
・
尾
原
・
槻
屋
・
湯
の
各
村
な
ど
そ
の
近
辺
の

腰
林
に
限
っ
て
孫
三
郎
鑪
付
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
は
両
者

の
関
係
は
も
う
少
し
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
。

明
和
期
成
立
の
「
山
林
証
文
写
」（267
）
に
は
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
卜

藏
家
所
持
で
あ
っ
た
が
後
に
売
却
さ
れ
、
証
文
正
本
が
今
に
伝
わ
ら
な

い
も
の
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
正
徳
六
年
（
一
七
一
六
）
閏
二
月
、
大

原
郡
塩
田
村
か
ら
卜
藏
喜
兵
衛
・
四
郎
兵
衛
と
上
久
野
村
長
沢
七
郎
右

衛
門
に
年
季
売
り
さ
れ
た
塩
田
村
鉄
山
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
（2

6
7

-

21

）。
翌
享
保
二
年
に
は
卜
藏
家
と
寄
合
所
持
の
つ
も
り
が
代
銀
を
七

郎
右
衛
門
が
支
払
え
な
い
と
い
う
文
書
も
残
る
（267-23

）。
こ
の
「
七

郎
右
衛
門
」
は
右
の
「
七
右
衛
門
」
と
同
一
人
物
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
で
な
い
と
し
て
も
経
営
に
苦
し
む
上
久
野
村
七
右
衛
門
が
潰
れ
る
少

し
前
か
ら
卜
藏
家
は
大
原
郡
に
進
出
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

卜
藏
家
は
、
能
儀
郡
荒
島
村
（
安
来
市
荒
島
町
）
の
卜
藏
新
田
開
発

で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
享
保
期
に
は
遠
隔
地
で
の
開
発
に
も
尽
力
し

て
い
る
。
大
原
郡
の
鉄
山
経
営
に
も
享
保
の
鉄
方
法
式
よ
り
以
前
か
ら

進
出
を
試
み
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
そ
の
後
は
、
近
隣
の
馬

馳
村
の
山
主
や
こ
の
地
域
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
櫻
井
家
が
改
め
て

両
鉄
山
を
買
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
卜
藏
家
に
伝
え
ら
れ
た
鉄
山
証
文
に
よ
っ
て
、
享
保
の
鉄
方

法
式
段
階
で
自
分
持
ち
と
さ
れ
た
鉄
山
を
中
心
に
、
そ
の
鉄
山
取
得
の

経
緯
に
つ
い
て
整
理
し
て
き
た
。

そ
の
際
、
鉄
方
法
式
段
階
に
お
い
て
、
卜
藏
家
関
係
鉄
山
は
所
持
者

名
が
確
定
で
き
て
い
な
い
と
い
う
困
っ
た
問
題
が
あ
り
、
ま
ず
は
第
一

章
で
そ
の
解
決
に
当
た
る
こ
と
に
し
た
。
幸
い
に
も
卜
藏
家
文
書
の
な

か
に
「
鉄
山
旧
記
」
の
誤
り
を
訂
正
で
き
る
史
料
を
発
見
し
、
県
史
本

「
鉄
山
旧
記
」
な
ど
に
収
載
さ
れ
た
二
種
の
鉄
山
・
腰
林
の
箇
所
分
け

を
記
し
た
史
料
は
、
一
方
は
享
保
十
一
年
段
階
の
所
持
者
名
（
表
２
・

表
３
の
八
、
卜
藏
家
Ｂ
史
料
）
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
は
少
な
く
と
も

寛
保
三
年
以
後
の
所
持
者
名
（
表
２
・
表
３
の
二
、
卜
藏
家
Ａ
史
料
）

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
第
二
章
で
個
々
の

鉄
山
の
所
持
者
等
の
推
移
を
具
体
的
に
検
討
し
た
際
に
も
改
め
て
確
認

で
き
た
。
今
後
は
こ
の
こ
と
に
充
分
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
卜
藏
家
の
鉄
山
集
積
の
過
程
に
つ
い
て
、
個
々
の
鉄

山
に
即
し
て
検
討
し
た
。
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ま
ず
買
得
の
時
期
に
つ
い
て
、
証
文
で
確
認
で
き
る
も
の
で
は
貞
享

二
年
（
一
六
八
五
）
の
芦
谷
鑪
山
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
か
ら
の

亀
石
鉄
山
、
元
禄
十
四
年
の
山
奥
鉄
山
や
鹿
谷
鉄
山
な
ど
が
あ
り
、
や

は
り
元
禄
期
が
中
心
で
あ
っ
て
新
し
い
専
業
的
鉄
師
と
い
う
性
格
を
示

唆
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
後
の
鉄
方
法
式
で
自
分
持
ち
と
さ
れ
た
鉄
山

で
、
竹
崎
村
を
中
心
に
鉄
山
経
営
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
相

応
し
い
地
域
の
鉄
山
買
得
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鉄
方
法
式
以
前

に
す
で
に
竹
崎
・
大
呂
・
樋
野
口
各
村
を
中
心
に
鉄
山
を
集
積
し
、
効

率
的
に
鑪
・
鍛
冶
屋
を
稼
働
さ
せ
る
経
営
が
成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

一
方
、
貞
享
四
年
や
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
に
は
家
督
分
け
を
実

施
、
鉄
山
・
腰
林
・
鉄
穴
を
一
族
に
分
割
す
る
動
き
も
見
ら
れ
た
。
鑪

の
操
業
で
は
寄
り
合
い
吹
き
を
行
う
な
ど
再
結
集
も
は
か
ら
れ
て
い
る

が
、
な
お
資
産
の
細
分
化
も
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
家
督
分
け
や
一
族

分
家
の
並
立
と
寄
合
吹
き
は
、
田
部
家
（
綿
屋
）
に
お
い
て
も
見
ら
れ

る
が
、
享
保
の
鉄
方
法
式
以
降
は
そ
れ
に
歯
止
め
が
か
か
り
、
頓
原
綿

屋
や
上
綿
屋
の
資
産
が
長
右
衛
門
家
に
集
約
さ
れ
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。

卜
藏
家
に
お
い
て
も
、
鉄
方
法
式
以
後
は
新
た
に
大
き
な
家
産
分
割
は

み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
分
割
相
続
か
ら
単
独
的
な
相
続
へ
の
推
移
も
鉄
方

法
式
と
の
関
係
で
検
討
し
て
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
は
先
の
絲
原
・
櫻
井
・
田
部
な
ど
三
家
と
共
通
す
る
側

面
で
あ
る
。
し
か
し
大
き
く
異
な
る
面
も
あ
っ
た
。

三
家
の
場
合
、
先
述
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
ほ
と
ん
ど
の
所
持
鉄
山
に

つ
い
て
買
得
証
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
買
得
証
文
が
な
く
、
い
わ
ば

本
源
的
に
所
持
し
て
き
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
鉄
山
は
、
絲
原
家
で
は

大
馬
木
村
大
原
鉄
山
、
櫻
井
家
で
は
上
阿
井
村
古
木
地
谷
山
、
田
部
家

で
は
吉
田
村
大
次
米
鉄
山
な
ど
、
せ
い
ぜ
い
一
ヶ
所
程
度
に
と
ど
ま
る

(

25
）
。

一
方
、
卜
藏
家
の
場
合
、
証
文
に
よ
っ
て
買
得
の
こ
と
が
は
っ
き
り
わ

か
る
の
は
芦
谷
・
山
奥
・
鹿
谷
な
ど
の
鉄
山
で
あ
り
、
大
畑
・
赤
川
・

亀
石
・
万
歳
な
ど
の
鉄
山
は
一
部
の
買
得
の
事
情
は
わ
か
る
が
、
そ
も

そ
も
所
持
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
明
示
す
る
証
文
が
残
さ
れ
て
い
な
い
。

明
和
期
成
立
の
同
家
「
山
林
証
文
写
」
の
段
階
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
現

存
の
証
文
正
本
よ
り
古
い
買
得
を
伝
え
る
証
文
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

も
し
当
初
か
ら
証
文
を
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う

な
鉄
山
を
い
く
つ
か
所
持
す
る
卜
藏
家
の
性
格
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
近
世
初
期
に
は
村
と
し

て
の
鉄
山
所
持
、
あ
る
い
は
村
の
上
層
民
の
寄
合
所
持
と
し
て
鉄
山
経

営
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
て
み
た
い
。

卜
藏
家
の
場
合
、
例
え
ば
、
慶
安
二
年
奥
山
鑪
山
の
芦
田
瀬
兵
衛
へ

の
売
却
に
卜
藏
姓
三
名
が
所
持
者
と
し
て
み
え
る
ほ
か
多
く
の
村
民
の

連
署
が
あ
る
。
さ
ら
に
芦
田
の
鑪
操
業
に
は
な
お
卜
藏
五
郎
右
衛
門
が

関
わ
り
、
し
か
も
そ
の
後
芦
田
は
竹
崎
村
に
鉄
山
を
売
却
、
や
が
て
そ

れ
は
再
び
卜
藏
家
の
所
持
と
な
っ
て
い
る
。
村
に
課
さ
れ
た
製
鉄
を
担
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う
村
の
有
力
者
と
し
て
、
卜
藏
家
の
性
格
を
理
解
す
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
近
世
初
頭
に
は
村
と
し
て
の
鑪
山
の
所
持
・
経
営
が
広
く
み

ら
れ
る
が
、
藩
へ
の
諸
負
担
を
欠
く
よ
う
な
場
合
、
ま
ず
は
村
役
人
な

ど
有
力
者
が
そ
れ
を
引
き
受
け
、
そ
の
結
果
彼
ら
の
私
的
所
持
に
移
行

し
て
い
く
と
い
う
道
筋
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
当
初
は
明

確
な
売
買
証
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

卜
藏
家
の
場
合
は
、
村
の
有
力
者
と
し
て
近
世
初
頭
か
ら
村
の
鉄
山

経
営
に
従
事
し
、
や
が
て
元
禄
期
に
は
技
術
力
・
経
営
力
を
持
っ
た
専

業
的
鉄
師
へ
の
仲
間
入
り
を
は
た
し
て
い
く
と
い
う
、
先
の
三
家
と
は

少
し
類
型
の
違
う
鉄
師
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(

26
）
。
も

ち
ろ
ん
証
文
散
逸
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
さ
ら
に
他

の
鉄
師
の
事
例
も
含
め
て
今
後
と
も
検
討
を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
卜
藏
家
伝
来
の
鉄
山
証
文
か
ら
、
同
家
の
所
持
鉄
山
一

つ
一
つ
に
つ
い
て
そ
の
取
得
の
経
緯
や
位
置
な
ど
、
基
本
的
な
事
項
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
ま
ず
は
目
的
と
し
た
が
、
そ
の
前
提
作
業
と
し

て
「
鉄
山
旧
記
」
の
史
料
的
検
討
を
行
い
、
さ
ら
に
は
出
雲
の
鉄
師
の

な
か
で
卜
藏
家
の
特
色
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
元
禄
期
の
鉄
山
集
積
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
す
さ
ま
じ

い
も
の
が
あ
る
。
列
島
に
お
け
る
鉄
需
要
の
拡
大
と
生
産
の
伸
張
は
、

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
個
別

の
鉄
師
ご
と
に
鉄
山
集
積
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
積
み
重
ね

て
き
た
が
、
た
た
ら
製
鉄
と
木
炭
な
ど
資
源
利
用
を
め
ぐ
る
鉄
師
ご
と

の
地
域
的
す
み
分
け
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
、
藩
権
力

は
そ
れ
に
ど
う
対
応
し
、
ま
た
地
域
住
民
の
暮
ら
し
は
ど
う
関
わ
っ
て

い
た
の
か
、
地
域
的
ひ
ろ
が
り
の
な
か
で
さ
ら
に
具
体
的
に
提
示
で
き

る
よ
う
努
め
た
い
と
思
う
。

注

（
１
）
史
料
上
の
「
鉄
山
」
の
語
は
松
江
藩
領
で
は
通
常
製
鉄
用
の
木
炭
供
給
林
を
意

味
し
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
う
。
た
だ
し
一
般
に
鑪
と
高
殿
す
な
わ
ち
製
鉄
所
を
意

味
す
る
場
合
も
あ
り
、
本
稿
で
も
鉄
山
経
営
な
ど
と
記
す
場
合
は
そ
の
よ
う
な
意
味

を
も
含
む
。
な
お
古
く
は
「
鑪
山
」
と
表
記
さ
れ
元
禄
期
に
は
「
鉄
山
」
に
変
わ
る

が
（
後
掲
注
22
参
照
）、
便
宜
上
本
文
中
で
は
鉄
山
を
通
し
て
用
い
る
。

（
２
）
小
野
武
夫
「
出
雲
の
三
名
族
」（『
日
本
兵
農
史
論
』
有
斐
閣
、
一
九
三
八
年
）

二
九
七
頁
。

（
３
）
山
田
盛
太
郎
『
日
本
農
業
生
産
力
構
造
』
第
一
部
第
二
項
（
岩
波
書
店
、
一
九

六
〇
年
）
五
〇
頁
。

（
４
）
田
部
家
を
中
心
と
し
た
出
雲
の
鉄
師
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
相
良
英
輔
「
田
部

家
の
由
来
と
た
た
ら
製
鉄
業
の
展
開
」（
同
編
著
『
松
江
藩
鉄
師
頭
取
田
部
家
の
研

究
』
島
根
大
学
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
鉄
山
所
持
の
類
型
的
把
握
や
法
的
検
討
を

試
み
た
も
の
に
、
中
尾
鑛
「
た
た
ら
製
鉄
に
お
け
る
鉄
山
の
利
用
構
造
―
伯
耆
の
日

野
地
方
を
中
心
と
し
て
―
」（『
社
会
経
済
史
学
』
四
四
―
三
、
一
九
七
八
年
）、
熊
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谷
開
作
「
鉄
山
師
に
よ
る
土
地
集
積
の
法
的
過
程
」（『
日
本
製
鉄
史
論
集
』
た
た
ら

研
究
会
、
一
九
八
三
年
）
な
ど
も
あ
る
が
、
鉄
山
取
得
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
課

題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
５
）
鉄
山
証
文
の
調
査
を
ふ
ま
え
た
田
部
家
鉄
山
集
積
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
拙
稿

ａ
「
田
部
家
の
鉄
山
集
積
過
程
と
鉄
山
証
文
」（『
田
部
家
の
た
た
ら
研
究
と
文
書
目

録
―
田
部
家
文
書
調
査
報
告
書
―
（
上
）』
島
根
県
雲
南
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一

二
年
）
参
照
。
ま
た
拙
稿
ｂ
「
絲
原
家
の
鉄
山
証
文
」（『
鉄
師
絲
原
家
の
研
究
と
文

書
目
録
―
絲
原
家
文
書
悉
皆
調
査
報
告
書
―
』
島
根
県
横
田
町
教
育
委
員
会
、
二
〇

〇
五
年
）、
同
ｃ
「
櫻
井
家
の
資
産
形
成
過
程
と
鉄
山
証
文
」（『
櫻
井
家
た
た
ら
の

研
究
と
文
書
目
録
―
櫻
井
家
文
書
悉
皆
調
査
報
告
書
―
』
島
根
県
奥
出
雲
町
教
育
委

員
会
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。
な
お
拙
稿
ｃ
で
略
述
し
た
先
納
銀
制
に
関
連
し
て
、

そ
の
後
山
崎
一
郎
「
十
七
〜
十
八
世
紀
前
期
、
松
江
藩
の
鉄
山
政
策
と
鉄
山
業
の
展

開
」（『
史
学
研
究
』
二
六
七
、
二
〇
一
〇
年
）、
中
山
富
弘
「
近
世
た
た
ら
製
鉄
業

と
労
働
者
飯
米
―
出
雲
国
田
部
家
の
「
養
米
」
を
中
心
に
―
」（『
広
島
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
論
集
』
七
二
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。
機
会
を
得
て
再
考
し
た
い
。

ま
た
村
落
社
会
の
観
点
か
ら
松
尾
容
孝
「
た
た
ら
地
帯
に
お
け
る
村
落
の
開
発
と
充

実
―
島
根
県
仁
多
郡
奥
出
雲
町
の
２
事
例
に
よ
る
検
討
―
」（『
専
修
大
学
人
文
科
学

研
究
所
月
報
』
二
二
八
、
二
〇
〇
七
年
）
が
あ
る
。
鉄
山
集
積
過
程
や
た
た
ら
製
鉄

と
木
炭
消
費
等
に
つ
い
て
の
概
要
は
拙
稿
ｄ
「
里
山
利
用
と
獣
害
」（
水
本
邦
彦
編

『
環
境
の
日
本
史
４
人
々
の
営
み
と
近
世
の
自
然
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）

参
照
。

（
６
）
前
掲
注
（
５
）
拙
稿
ｄ
参
照
。

（
７
）
土
井
作
治
「
松
江
藩
の
鉄
山
政
策
と
製
鉄
技
術
」（『
日
本
製
鉄
史
論
集
』
た
た

ら
研
究
会
、
一
九
八
三
年
）。
同
「
近
世
た
た
ら
製
鉄
の
技
術
」（『
講
座
・
日
本
技

術
の
社
会
史
５
採
鉱
と
冶
金
』
日
本
評
論
社
、
一
九
八
三
年
）。
土
井
は
、
武
井
博

明
・
高
橋
一
郎
ら
に
よ
る
『
横
田
町
誌
』（
一
九
六
八
）
編
纂
の
成
果
を
継
承
し
、

近
世
初
頭
に
中
世
的
な
鉄
山
経
営
は
否
定
さ
れ
、
近
世
的
な
村
落
上
層
民
に
よ
る
経

営
に
移
行
し
た
こ
と
、
し
か
し
送
風
装
置
に
天
秤
吹
子
を
用
い
た
高
殿
鑪
が
普
及
し

て
生
産
が
伸
張
す
る
の
は
元
禄
・
享
保
期
で
あ
る
と
論
じ
、
よ
う
や
く
成
長
し
て
き

た
特
定
の
鉄
山
経
営
者
を
選
ん
で
政
策
的
に
経
営
基
盤
の
強
化
・
独
占
を
は
か
ら
せ

た
の
が
鉄
方
法
式
で
あ
る
と
し
た
。
筆
者
も
同
様
に
経
営
基
盤
の
安
定
化
政
策
と
考

え
る
が
、
藩
が
一
方
的
に
鉄
山
・
腰
林
等
を
割
り
当
て
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
鉄

師
た
ち
が
買
得
に
よ
っ
て
集
積
し
て
き
た
実
態
に
依
拠
し
、
そ
れ
を
体
制
化
し
た
と

い
う
側
面
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
８
）
卜
藏
家
文
書
は
同
家
か
ら
旧
横
田
町
に
寄
贈
さ
れ
現
在
は
奥
出
雲
町
教
育
委
員

会
の
所
蔵
で
あ
る
。
以
下
特
に
断
ら
な
い
限
り
卜
藏
家
文
書
は
こ
れ
に
よ
る
。
同
文

書
に
は
整
理
番
号
を
記
し
た
ラ
ベ
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
大
分
類
番
号

は
卜
藏
（
本
家
）
を
さ
す
の
で
省
略
し
、
小
分
類
番
号
の
み
使
用
し
た
。
た
だ
し
、

鉄
山
証
文
に
つ
い
て
は
複
数
文
書
一
括
の
場
合
が
あ
り
（200 ,254

な
ど
、
特
に
断

ら
な
い
限
り
証
文
正
本
）、
ま
た
明
和
期
成
立
の
「
山
林
証
文
写
」（
竪
冊267

）
も

正
本
が
な
い
場
合
に
限
っ
て
参
照
す
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
右
の
整
理
番
号
に
加
え

仮
の
細
分
番
号
を
付
し
（200 -1 -1 ,267 -4

な
ど
と
表
記
）
典
拠
と
し
た
。
そ
の
番
号

を
付
し
た
目
録
や
鉄
山
証
文
（
後
述
の
鉄
山
箇
所
分
け
史
料
も
）
の
翻
刻
刊
行
の
機

会
が
今
後
得
ら
れ
る
こ
と
を
念
じ
て
い
る
。
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（
９
）
横
田
町
誌
編
纂
委
員
会
『
横
田
町
誌
』（
横
田
町
、
一
九
六
八
年
）
三
五
八
頁
。

（
10
）
高
見
誠
司
「
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
鉄
山
経
営
―
卜
蔵
家
を
中
心
に
―
」

（『
た
た
ら
製
鉄
・
石
見
銀
山
と
地
域
社
会
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。
同

「
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
鉄
山
経
営
―
出
雲
国
仁
多
郡
卜
蔵
家
を
中
心
に
―
」

（『
島
根
史
学
会
会
報
』
三
五
、
一
九
九
九
年
）。

（
11
）
前
掲
注
（
７
）
参
照
。

（
12
）
拙
稿
「
鉄
山
の
利
用
形
態
」（『
奥
出
雲
町
文
化
的
景
観
調
査
報
告
書
』
島
根
県

奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
三
年
）
一
二
四
頁
表
６
―

３
―

１
を
一
部
修
正
。
こ

の
よ
う
な
表
は
す
で
に
前
掲
注
（
７
）
土
井
論
文
に
も
掲
出
さ
れ
て
い
る
が
こ
こ
で

は
本
稿
の
論
旨
に
よ
っ
て
数
値
等
を
訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
鉄
師
ご
と
の
鉄
山
・
腰

林
の
配
分
図
を
右
拙
稿
の
図
６
―

３
―

５
に
提
示
し
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
う
。

（
13
）「
鉄
山
旧
記
写
」
の
筆
写
本
は
「
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料
近
世
筆
写
編
60
」（
島

根
県
立
図
書
館
所
蔵
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
す
で
に
誤
記
が
あ
る
。

（
14
）
冒
頭
の
鉄
山
の
起
源
の
部
分
（
表
３
の
一
相
当
）
だ
け
を
記
し
た
別
本
（
表
３

エ
欄
）
は
翻
刻
さ
れ
て
い
る
（『
鉄
師
絲
原
家
の
研
究
と
文
書
目
録
』
史
料
二
「
鉄

山
旧
記
」、
横
田
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
15
）
前
掲
注
（
９
）『
横
田
町
誌
』
二
六
八
頁
。

（
16
）
卜
藏
家
文
書
、
Ａ
「
出
雲
鉄
方
御
法
式
并
仁
多
郡
鑪
ヶ
所
付
追
々
御
書
出
し
写

し
」（265

）、
Ｂ
「
仁
多
郡
鉄
山
箇
所
分
ケ
帳
」（81

）。

（
17
）「
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料
近
世
筆
写
編
２
４
１
」（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
）
所

収
「
明
治
四
十
二
年
六
月
仁
多
郡
役
所
ヨ
リ
砂
鉄
採
取
及
製
鉄
業
ノ
起
源
沿
革
調
査

申
来
リ
其
答
申
書
ノ
写
」
の
参
考
書
目
録
参
照
。

（
18
）
櫻
井
家
文
書
「
三
代
目
家
督
証
文
写
手
鑑
下
」
下
布
施
村
部
。

（
19
）
鉄
山
証
文
の
諸
類
型
に
つ
い
て
は
注
（
５
）
拙
稿
ａ
で
整
理
を
試
み
て
い
る
。

（
20
）
農
林
省
編
『
日
本
林
制
史
資
料
』（
朝
陽
会
、
一
九
三
二
年
）
七
三
〜
八
四
頁
。

な
お
表
３
オ
・
カ
欄
に
示
し
た
よ
う
に
櫻
井
家
に
は
Ｂ
史
料
も
存
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
カ
に
つ
い
て
は
鳥
谷
智
文
「
櫻
井
家
所
蔵
史
料
「
往
古
ヨ
リ
鉄
方
御
用
留
抜

書
」」（『
島
根
史
学
会
会
報
』
四
六
、
二
〇
〇
八
）
が
あ
り
、
史
料
番
号
は
そ
れ
に

よ
る
。
Ｂ
史
料
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
も
温
泉
村
稲
村
太
一
郎
蔵
本
（
複
写
版
は
卜
藏

家
部
分
一
丁
脱
）
が
知
ら
れ
る
（「
旧
島
根
県
史
編
纂
資
料
近
世
筆
写
編
２
４
４
」

（
島
根
県
立
図
書
館
所
蔵
）。

（
21
）
影
山
猛
「
西
伯
耆
鉄
山
慣
用
語
」（『
伯
耆
文
化
研
究
』
二
、
二
〇
〇
〇
年
）
に

紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
押
立
」
と
は
製
鉄
炉
を
覆
う
高
殿
の
巨
大
な
四
本
柱
の

こ
と
で
、
鑪
山
一
ヶ
所
の
権
利
・
義
務
関
係
を
分
割
表
記
す
る
際
に
そ
の
四
分
の
一

を
押
立
一
本
な
ど
と
表
記
し
た
も
の
。
そ
の
例
は
意
外
に
古
く
万
治
年
間
に
さ
か
の

ぼ
り
、
高
殿
鑪
成
立
時
期
が
早
ま
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲

注
（
５
）
拙
稿
ｂ
、
ｃ
参
照
。

（
22
）
分
割
の
前
提
と
し
て
、
鑪
山
（
鉄
山
）
壱
ヶ
所
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
前
掲
注
（
５
）
拙
稿
ｄ
で
以
下
の
よ
う
な
見
通
し
を
述
べ
た
。
松
江

藩
は
、
慶
安
の
買
鉄
制
実
施
に
際
し
て
山
林
所
持
と
鑪
操
業
の
ま
と
ま
り
を
一
つ
一

つ
把
握
し
そ
れ
を
諸
賦
課
の
単
位
と
し
た
。
鑪
の
操
業
と
山
林
所
持
は
不
可
分
の
も

の
で
あ
り
、
分
割
・
売
買
さ
れ
た
場
合
も
実
の
と
こ
ろ
権
利
・
義
務
関
係
の
分
割
・

売
買
に
と
ど
ま
る
。
や
が
て
、
天
秤
吹
子
が
普
及
し
て
木
炭
の
需
要
が
伸
張
し
、
鑪
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の
操
業
と
は
別
に
山
林
が
木
炭
供
給
林
と
し
て
盛
ん
に
売
買
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
む
し
ろ
下
地
か
ら
の
境
界
を
細
か
く
定
め
て
山
林
と
し
て
分
割
・
売
買
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
変
化
は
元
禄
期
か
ら
と
想
定
さ
れ
、
史
料
上
の
鑪
山
か
ら
鉄
山

へ
の
表
記
の
変
化
と
も
対
応
す
る
。

（
23
）
前
掲
注
（
５
）
拙
稿
ｂ
参
照
。

（
24
）
前
掲
注
（
９
）『
横
田
町
誌
』
二
四
四
頁
。「
慶
安
元
年
仁
田
郡
横
田
町
御
検
地

帳
」（
広
島
大
学
図
書
館
、
中
国
五
県
土
地
・
租
税
資
料
文
庫
）。

（
25
）
大
原
鉄
山
は
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
ゆ
の
さ
こ
彦
兵
衛
か
ら
ゆ
の
さ
こ
吉

兵
衛
に
売
却
し
た
証
文
が
存
在
す
る
。
し
か
し
一
族
内
で
の
売
買
で
あ
り
彦
兵
衛
が

最
初
入
手
し
た
事
情
が
わ
か
ら
な
い
。
同
様
に
大
次
米
鉄
山
は
貞
享
元
年
の
境
目
出

入
り
の
証
文
や
元
禄
六
年
の
同
族
内
で
の
売
買
証
文
を
伝
え
る
が
や
は
り
最
初
に
入

手
し
た
経
緯
が
わ
か
ら
な
い
。
古
木
地
屋
山
は
後
世
の
資
産
目
録
に
見
ら
れ
る
が
そ

れ
以
前
の
手
が
か
り
が
な
い
。
以
上
は
前
掲
注
（
５
）
拙
稿
ａ
ｂ
ｃ
参
照
。

（
26
）
鉄
師
の
類
型
的
把
握
に
つ
い
て
は
、
中
世
的
土
豪
型
（
田
部
家
な
ど
を
さ
す
）

か
ら
新
興
前
期
商
業
資
本
家
へ
と
い
う
と
ら
え
方
が
あ
っ
た
（
向
井
義
郎
「
中
国
山

脈
の
鉄
」
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
日
本
産
業
史
大
系
７
中
国
四
国
地
方
編
』
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
六
〇
年
）。
し
か
し
中
世
土
豪
型
に
つ
い
て
は
経
営
内
容
の
分

析
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
す
で
に
あ
る
（
土
井
作
治

「
近
世
期
鉄
生
産
に
お
け
る
藩
・
鉄
師
と
農
民
の
対
抗
」『
歴
史
評
論
』
三
五
〇
号
、

一
九
七
九
）。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
筆
者
は
絲
原
家
・
櫻
井
家
・
田
部

家
な
ど
の
有
力
鉄
師
に
つ
い
て
、
そ
の
由
緒
と
は
別
に
近
世
前
期
の
早
い
段
階
で
技

術
力
・
経
営
力
を
備
え
た
専
業
的
鉄
師
と
理
解
し
、
卜
藏
家
は
近
世
初
頭
以
来
の
村

の
有
力
者
か
ら
成
長
す
る
や
や
異
な
っ
た
類
型
と
し
て
と
ら
え
た
が
、
中
世
横
田
荘

の
大
催
職
の
後
裔
と
も
目
さ
れ
る
鉄
師
杠
家
の
検
討
も
含
め
て
、
歴
史
的
性
格
を
ど

う
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
な
お
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
二
四
五
二
〇
七
五
四
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
奥
出
雲
町
教
育
委
員
会
に
は
資
料
調
査
等
に
ご
高
配
い
た
だ
き
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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