
陸
奥
国
尾
大
鉱
山
に
関
す
る

一
知
見

図 1 尾太鉱山の位置

山
の
調
査
に
参
加
し
た
｡
大

田
市
教
育
委
月
食
の
遠
藤
浩

巳
氏
の
ご
案
内
に
よ
り
同
銀

山
の
現
地
踏
査
を
行
っ
た
｡

そ
こ
で
哉
々
一
同
が
最
も
驚せ
ん

か
さ
れ
た
の
は
'
銀
山
(
仙

の
山
)
山
頂
の
束
に
広
が
る
'

いしが
ね

石

銀

地
区
の
鉱
山
町
の
遺
構

で
あ
っ
た
｡
｢
石
版
地
区
(
一
)

石
銀
Ⅰ
･
H
遺
跡
発
掘
調
査
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長

谷

川

成

一

お

つ
ぷ

尾

大

鉱
山

(現
青
森
県
中
津
軽
郡
西
目
屋
村
)
は
'
陸
奥
国
弘
前
藩
領

最
大
の
鉱
山
で
'
か
つ
て
銀
'
銅
'
鉛
の
非
鉄
金
属
を
大
量
に
産
出
し
た

(図
1
参
照
)｡
寛
政
八
年

(
一
七
九
六
)
秋
､
当
鉱
山
の
付
近
を
旅
行
し

も
ろ
た
き

た
菅
江
真
澄
は
｢雪
の
母
呂
太
奇
｣
に
'
｢
オ
ツ
フ
の
名
は
も
と
蝦
夷
い
へ

る
な
る
べ
し
｣
と
地
名
の
由
来
を
記
し
'
出
羽
国
と
の
境
に
そ
び
え
る
山

の

｢
鋼
ほ
る
と
こ
ろ
｣
と
､
銅
鉱
山
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
｡
十
八
世
紀

後
半
に
入
っ
て
尾
太
鉱
山
は
'
銅
の
産
出
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
か
ら
'

こ
の
よ
う
に
真
澄
は
記
述
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
筆
者
は
'

一
九
九
七
年
九
月
'
佐
々
木
潤
之
介
氏
を
は
じ
め

と
す
る
鉱
山
研
究
会
の
皆
さ
ん
に
同
行
し
て
へ
島
根
県
大
田
市
の
石
見
叙

概
報
｣

1

二

九
九
七
年
二
月
)
に
よ
れ
ば
'
石
銀
地
区
は
'
戦
国
時
代

か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
'
銀
鉱
石
の
採
掘
や
製
錬
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た

場
所
で
'
約
二
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
範
囲
に
'
露
頭
掘
り
や
坑
道
な
ど
の
採

掘
跡
'
住
居
や
精
錬
所
の
跡
と
思
わ
れ
る
テ
ラ
ス

(平
坦
地
)
や
石
垣
'

池

･
井
戸

･
墓
地
な
ど
が
分
布
｡
標
高
五
〇
〇
メ
1
-
ル
の
高
所
に
町
が

で
き
た
の
は
高
品
位
の
鉱
床
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
O
こ
の
地
域
を
総
称

し
て
｢
標
高
五
〇
〇
メ
ー
-
ル
の
鉱
山
都
市
｣
と
も
呼
ん
で
い
る
｡
『
石
見

銀
山
遺
跡
発
掘
調
査
概
要
』
八

(島
根
県
大
田
市
教
育
委
月
食

一
九
九

七
年
三
月
)
に
は
'
さ
ら
に
詳
細
な
報
告
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
'
製
錬
を

行
っ
た
吹
屋
跡
の
内
部
に
は
､
選
鉱
作
業

(粉
成
)
と
製
錬
作
業

(床
吹
)

の
施
設
が
あ
り
'
出
土
し
た
陶
磁
器
な
ど
の
年
代
か
ら
十
七
世
紀
前
半
の

時
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
吹
屋
を
建
設
し
た
平
坦
地
が
石
垣
や
右

列
を
用
い
て
大
規
模
に
造
成
さ
れ
､
道
路
も
あ
わ
せ
て
敷
設
さ
れ
'
国
内

外
の
陶
磁
器
が
大
量
に
兄
い
だ
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
､
石
銀
地
区
に
鉱
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山
の
町
が
存
在
し
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
と
い
､ブ
｡

右
の
調
査
概
要
に
よ
れ
ば
石
見
銀
山
で
は
､
こ
れ
ま
で
採
鉱

･
選
鉱

･

製
錬
に
つ
い
て
具
体
的
に
ど
の
場
所
で
ど
の
よ
う
な
内
容
の
作
業
が
行
わ

れ
て
い
た
の
か
､未
解
明
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
今
回
の
発
掘
調
査
か
そ
の
点

で
も
銀
山
経
営
の
実
態
に
迫
る
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
O

ひ
る
が
え
っ
て
､
本
稿
で
取
り
上
げ
る
尾
大
鉱
山
に
あ
っ
て
は
､
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
｡
尾
大
鉱
山
の
由
来
や
概
観
を
詳
細
に
記
し
た
鉱
山
旧
記

さ
ん
き
ろく

の
｢
山

機

錦

｣

(『
日
本
鉱
業
史
料
集

第

一
期

近
世
篇
二
』
白
亜
書
房

一
九
八

一
年
)
は
､
明
和
年
間
に
成
立
｡
十
八
世
紀
後
半
の
同
鉱
山
に
つ

い
て
は
､
｢
山
機
録
｣
に
依
拠
し
て
解
明
可
能
な
点
が
多
い
も
の
の
､
十
七

世
紀
の
開
発
当
初
に
関
し
て
は
こ
れ
か
ら
研
究
を
積
み
重
ね
て
行
-
必
要

が
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は
と
も
か
-
尾
大
鉱
山
の
創
業
に
関
し
て
は
､
｢津
軽

7
統
志
｣慶

安
三
年
二

六
五
〇
)条
に
､
尾
大
寒
沢
に
て
銀
の
採
掘
を
開
始
し
た
記
事

が
見
え
る
｡
し
か
し
本
格
的
な
尾
大
鉱
山
の
開
発
は
､
｢弘
前
藩
庁
日
記

国
日
記
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
､
以
後
､
｢国
日
記
｣
と
略
記
)
に
よ
れ

ば
､
弘
前
藩
で
は
寛
文
三
年
(
一
六
六
三
)
に
領
内
金
銀
見
立
て
の
者
を
派

遣
し
て
､
鉱
山
開
発
の
可
能
性
を
組
織
的
に
調
査
さ
せ
た
｡
そ
の
結
果
､

さ
ぷ
さ
わ

ま
'i{

尾
大
に
隣
接
す
る
寒

沢

鉱
山
の
仙
台
五
郎
左
衛
門
間

歩

よ
り
金
の
産
出
を

見
た
こ
と
か
ら
､
同
藩
の
鉱
山
開
発
に
拍
車
が
か
か
っ
た
の
は
間
違
い
な

か
ろ
う
｡

尾
大
鉱
山
で
本
格
的
な
産
銀
を
見
た
の
は
､
延
宝
年
間
に
入
っ
て
か
ら

で
あ
っ
た
.
｢国
日
記
｣
延
宝
四
年

(
1
六
七
六
)
十

1
月
九
日
条
に
よ
れ

ば
､
尾
大
の
銀
山
と
銅
山
両
方
を
見
立
て
た
と
こ
ろ
､
と
も
に
鉱
山
と
し

い･■
.Jl

1.._

′

･r
l
■
.Ll■

F.L-

1Jリ.呈

t一

て
経
営
が
成
り
立
つ
と
い
う
報
告
が
あ
り
､
採
掘
開
始
の
許
可
を
与
え
飯

米
の
給
与
も
行
-
こ
と
に
決
定
し
た
｡
翌
年
五
月
に
は
'
｢大
銀
之
銀
筋
｣

が
発
見
さ
れ
て
'
従
来
の
1
1倍
に
相
当
す
る
塵
銀
が
見
込
め
る
こ
と
に
な

っ
た
(｢国
日
記
｣)｡
弘
前
藩
で
は
､
急
速
'
尾
大
の
｢大
吹
銀
座
｣
と
｢灰

吹
銀
座
｣
へ
命
じ
て
銀
の
精
錬
量
を
飛
躍
的
に
増
加
さ
せ
る
措
置
を
と
っ

た
｡
年
間
の
産
銀
量
は
'
約
六
〇
〇
か
ら
七
〇
〇
貫
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
が
､
貞
享
年
間
に
は
'
も
は
や
銀
の
生
産
量
は
減
少
傾
向
を
た

ど
り
､
銅
鉛
生
産
に
重
点
を
移
行
し
た
よ
う
だ
(同
前
)｡
こ
の
よ
う
に
尾

大
で
は
延
宝
年
間
が
銀
産
出
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
ら
し
-
､
諸
国
か
ら
採

掘
､
製
錬
の
た
め
の
技
術
者
を
大
量
に
集
め
､
延
宝
五
年
の

｢
お
っ
ふ
御

町
屋
敷
御
絵
図
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
に
は
､
鉱
山
町
の
形
成
さ
れ
て

い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
｡
延
宝
四
年
の

｢御
銀
山
所
々
御
入
用
之
惣

差
図
｣
(同
前
)
に
よ
っ
て
'
｢御
銀
大
吹
座
｣
｢
は
い
ふ
き
大
銀
座
｣
｢
は

い
ふ
き
床
大
工
｣
｢大
吹
床
大
工
｣
｢
せ
り
場
｣
な
ど
製
錬
を
行
う

一
連
の

施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡
ま
た
同
絵
図
に
は
'
製
錬
施
設
が

鉱
山
町
と
隣
接
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
'
前
掲

｢
お
っ
ふ
御
町

屋
敷
御
絵
図
｣
も
同
様
に
鉱
山
町
と
こ
れ
ら
の
施
設
が
隣
り
合
っ
て
い
る

よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
施
設
や
鉱
山
町
は
､
尾
大
の
ど
の
あ
た
り
に
所
在

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
尾
大
鉱
山
を
描
い
た
景
観
図
の
､
文
化
四
年

ゆ
の
き
わ

(
一
八
〇
七
)
｢尾
大
山
図
｣
(弘
前
市
立
図
書
館
蔵
)
に
よ
れ
ば
'
湯

ノ

沢

がわ川
を
は
さ
ん
で
'
西
側
に
尾
大
岳
が
そ
び
え
､
同
岳
の
中
腹
か
ら
上
部
に
か

け
て
坑
道
の
入
り
口
が
何
カ
所
か
描
か
れ
､
東
側
に
は
､
｢床
屋
｣
｢役
所
｣

｢釜
屋
｣
｢炭
入
物
置
｣
な
ど
の
諸
施
設
が
描
か
れ
て
い
る
｡
ま
た
ほ
ぼ
同
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年
代
と
推
定
さ
れ
る
｢尾
大
山
之
図
｣
(青
森
県
立
郷

土
館
蔵
)
に
も
同
様
に
｢台
所
｣
｢焼
釜
｣
｢鍛
冶
｣
｢細

工
所
｣
｢釣

(汰
)
場
｣
｢材
木
蔵
｣
｢古
釜
｣
が
描
き

込
ま
れ
て
お
り
､
尾
大
岳
の
麓
､
湯
ノ
沢
川
沿
い
東

側
に
製
錬
の
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
｡

こ
れ
ら
の
絵
図
類
に
よ
っ
て
問
題
は
解
決
し
た
よ
う

に
見
え
る
が
､
前
記
石
見
銀
山
の
実
地
踏
査
を
し
て

石
銀
地
区
の
状
況
を
実
見
し
た
結
果
､
十
七
世
紀
中

葉
､
尾
大
鉱
山
の
開
発
を
開
始
し
た
当
初
と
､衰
微
の

兆
候
が
著
し
-
表
れ
て
き
た
十
九
世
紀
前
半
の
時
期

と
は
､
実
は
相
違
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
始
め

た
の
で
あ
る
｡
絵
図
類
を
子
細
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
､

尾
大
で
も
銀
の
産
出
が
盛
ん
で
あ

っ
た
時
期
に
は
､

図 2 尾大山図 (弘前市立図書館蔵)

図 3 御銀山所 々御入用之惣差回

(弘前市立図書館蔵)
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採
掘
､
製
錬
な
ど
の
施
設
､
鉱
山
町
は
､
尾
大
岳
の
麓
で
は
な
-
､
か
な
り
高

度
の
高
い
位
置
に
存
在
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

前
掲
文
化
四
年

(
一
八
〇
七
)
｢尾
大
山
図
｣
の
､
尾
大
岳
の
ほ
ぼ
山
頂

に
近
い
箇
所
に
描
か
れ
た
坑
道
の
入
-
口
付
近
に
貼
り
紙
が
付
さ
れ
て
い

る
｡
そ
れ
に
は

｢此
所
姥
鋪
と
申
候
而
常

二
出
入
之
口
｣
(図
2
参
照
)
と

うぼ
しき

の
記
述
が
見
え
る
｡
姥
鋪
と
は
､
｢山
機
銀
｣
に
よ
れ
ば
､
｢初
テ
鋪
H
ヲ

付
ル
ヲ
姥
鋪
卜
云
､
又
舗
ロ
ヲ
釜
ノ
ロ
-
云
､
四
ツ
留
-
モ
云
｣
と
あ
り
､

鉱
山
で
初
め
て
坑
道
が
掘
ら
れ
た
坑
口
を
姥
錆
と
命
名
す
る
の
だ
と
い

か
なほ
り

う
｡
他
の
錦
に
は

｢弥
惣
左
衛
門
鋪
｣
な
ど
､
そ
の
坑
道
を
掘
っ
た
金
穿

の
名
前
が
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
-
､
鉱
山
で
は
姥
錦
が
特
別
な
位
置
づ
け

を
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
延
宝
四
年
の
｢御
銀
山
所
々
御
入
用
之
惣
差
図
｣

こ
ま
､

一
連
の
製
錬
施
設
の
中
で
南
西
の
隅
に

｢
四
ツ
留
口
｣
が
記
さ
れ

て
お
り
､
鋪
口
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(図
3
参
照
)
｡
前
述
の
よ
う

に
同
年
か
ら
本
格
的
な
巌
の
生
産
を
開
始
し
て
お
り
､
こ
こ
に
見
え
る
｢
四

ツ
留
口
｣
と
は
､
姥
鋪
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
文
化
四
年
の

｢尾
大
山
図
｣

の
貼
り
紙
に
も
､
姥
鋪
か
ら
鉱
夫
達
が
常
時
坑
内

へ
出
入
り
し
て
い
る
旨

が
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
､
姥
鋪
は
十
九
世
紀
の
初
め
に
あ
っ
て

も
特
別
な
位
置
を
付
与
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
ま
た
製
錬
施
設
の
西
側
に

は
､
御
番
所
を
通
し
て
｢買
師
町
｣
(買
右
肺
の
居
住
町
)
､
｢山
師
町
｣
｢吹

屋
町
｣
｢商
町
｣

へ
の
入
り
口
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で

(｢御
銀
山
所
々

御
入
用
之
惣
差
図
｣)
､
鉱
山
町
も
隣
接
し
て
い
た
と
見
て
支
障
な
か
ろ
う
｡

以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
､
尾
大
鉱
山
で
は
開
発
の
当
初
､
鋪
口
に
隣



接
し
て
製
錬
施
設
が
設
け
ら
れ
'
場
所
は
姥
鋪
の
記
述
か
ら
す
る
な
ら
ば
'

十
九
世
紀
初
め
の
絵
図
類
に
見
え
る
尾
大
岳
の
麓
'
湯
ノ
沢
川
の
東
側
で

は
な
-
'
尾
大
岳
の
上
方
'
か
な
り
高
度
の
高

い
地
に
あ

っ
た
と
判
断
さ

れ
る
｡
お
そ
ら
-
石
見
銀
山
の
石
銀
地
区
と
同
じ
-
'
鉱
山
町
も
同
様
の

形
態
を
保
持
し
た
の
で
あ
ろ
う
O
文
化
四
年

(
1
八

〇
七
)
｢
尾
大
山
図
｣

の
姥
鋪
の
付
近
に
山
小
屋
と
し
て
鉱
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