
シ
リ
ー
ズ  

第
126
回

羽
出
銀
の
採
掘

2
0
2
0
年
11
月
号　

第
189
号
毎
月
１
日
発
行

〒
708－0392

岡
山
県
苫
田
郡
鏡
野
町
竹
田
660 鏡

野
町
く
ら
し
安
全
課
 TEL0868－54－2780

【
鏡
野
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
】 http

://w
w
w
.to
w
n.kagam

ino
.lg.jp

/

11

  2020年11月  32

　

江
戸
時
代
以
前
、
羽
出
で
銀
が
採
れ
た

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
元
禄
四
年
（
一

六
九
一
）
編
さ
ん
の
『
作
陽
誌
』
に
は
、

「
阿あ

曽そ

宇う

山
」
の
山
上
四
丁
ば
か
り
に
銀

鉱
が
あ
り
、
文
禄
期
以
前
、
つ
ま
り
安
土

桃
山
時
代
よ
り
以
前
に
、
こ
の
山
と
羽
出

村
内
に
あ
る
「
林は

や
し

」
と
い
う
場
所
で
銀
を

鋳
造
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
羽
出
銀
」
と

名
付
け
、
当
時
武
具
の
装
飾
品
と
し
て
多

く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
江
戸
時

代
の
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
に
再
び
採

掘
を
行
っ
た
が
、
銀
は
採
れ
ず
廃
鉱
に
し

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

場
所
は
、「
阿
曽
宇
山
の
麓
は
葛つ

籠づ
ら

屋や

と
い
う
」
と
の
記
述
か
ら
、
吉
井
川
左
岸

の
奥
津
・
養
野
と
の
境
に
あ
る
山
の
こ
と

で
し
ょ
う
か
。

　

同
じ
く
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
『
美
作

一
国
鏡
』
に
は
、
江
戸
時
代
の
採
掘
の
話

が
も
う
少
し
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

『
美
作
一
国
鏡
』
は
、
明
和
七
年
（
一
七

七
〇
）
に
、
勝
南
郡
池
ヶ
原
村
（
現
在
の

津
山
市
池
ヶ
原
）
の
庄
屋
・
岡
伊
八
郎
氏

利
が
家
蔵
の
古
書
類
や
、
地
域
に
残
る
記

録
、
口
碑
な
ど
を
も
と
に
津
山
森
藩
四
代

の
事
績
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
津
山
森
藩

の
政
策
に
対
し
て
批
判
的
に
書
か
れ
、
特

に
三
代
藩
主
・
森
長な

が

武た
け

に
つ
い
て
は
、
そ

の
暴
政
が
事
細
か
く
記
録
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
で
す
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）、
羽
出
村
の

銀
鉱
の
跡
を
同
村
の
太
郎
兵
衛
と
い
う

者
が
再
び
掘
っ
て
み
る
と
大
い
に
利
益
が

あ
っ
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
森
家
家
臣
の

大
倉
又
六
が
藩
主
の
森
長
武
に
伝
え
る

と
、
長
武
は
お
気
に
入
り
の
家
臣
で
あ
る

又
六
の
進
言
を
す
ぐ
に
採
用
し
、
鉱
山
を

太
郎
兵
衛
か
ら
没
収
し
て
、
銀
山
の
採
掘

を
計
画
し
ま
す
。
し
か
し
、
良
識
派
の
家

老
で
あ
る
長
尾
隼は

や

人と

と
神
尾
蔵く

ろ

人う
ど

は
、

「
銀
山
は
大
き
な
利
益
が
あ
る
も
の
で
は

な
く
、
出
費
も
多
い
た
め
止
め
た
方
が
良

い
」

　

と
言
上
し
ま
す
が
、
同
じ
家
老
職
の
森

惣
兵
衛
と
百ど

う

々ど
う

玄げ
ん

蕃ば

は
、

「
佐
渡
銀
山
・
生
野
銀
山
の
例
も
あ
る
の

で
、
必
ず
し
も
利
益
が
な
い
と
は
言
え
な

い
。
長
武
公
は
放ほ

う

埓ら
つ

（
自
分
勝
手
で
だ
ら

し
な
い
こ
と
）
で
あ
る
が
、
こ
の
思
い
付

き
は
久
々
に
良
い
判
断
で
あ
る
」

　

と
長
武
を
賞
賛
し
、
家
老
の
間
で
も
意

見
が
分
か
れ
ま
し
た
が
、
結
局
採
掘
す
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
大
倉
又
六
を
銀
山
奉
行
に
任

じ
、
延
宝
六
年
か
ら
天
和
元
年
ま
で
の
四

年
間
、
数
万
の
大
金
を
投
じ
て
採
掘
を
行

い
ま
し
た
が
、
利
益
が
上
が
ら
ず
採
掘
は

中
止
と
な
り
ま
し
た
。
長
尾
隼
人
は
、

「
こ
の
損
失
は
初
め
か
ら
わ
か
り
き
っ
て

い
た
。
先
の
見
通
し
が
な
け
れ
ば
大
事
業

は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
判
断

を
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
我
々
家
臣
の
罪

で
あ
る
」

　

と
言
い
放
ち
、
百
々
玄
蕃
は
又
六
に
閉

門
蟄ち

っ

居き
ょ

（
自
宅
の
一
室
で
謹
慎
し
、
外
出

や
人
の
出
入
り
を
一
切
禁
止
す
る
武
士
の

刑
罰
の
一
つ
）
を
申
し
付
け
ま
す
。
し
か

し
、
長
武
は
お
気
に
入
り
の
家
臣
で
あ
る

又
六
を
赦
免
せ
よ
と
命
じ
ま
す
が
、
良
識

派
の
家
老
ら
が
こ
れ
を
許
さ
ず
、
機
嫌
を

悪
く
し
た
長
武
は
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
ま

す
ま
す
放
埓
ぶ
り
が
ひ
ど
く
な
っ
て
い
っ

た
。

　

と
い
う
話
で
す
。
話
の
本
筋
は
長
武
の

暴
政
ぶ
り
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
で

す
が
、
江
戸
時
代
の
羽
出
銀
山
採
掘
の
背

景
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
理
解
で
き
ま
す
。

　

そ
の
後
羽
出
で
は
、
明
治
時
代
に
い
く

つ
か
の
銀
・
銅
を
産
出
す
る
鉱
山
で
採

掘
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、『
苫
田
郡
誌
』

に
よ
れ
ば
い
ず
れ
も
採
掘
量
は
不
明
で
、

短
期
間
で
廃
鉱
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
て
羽
出
銀
も
幻
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
ま
だ
ど
こ
か
に
眠
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
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