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大
田
お
お
だ

市
大
森
町
の
過
疎
か

そ

化
が
進
む
中
、
石
見
銀
山
に
誇
り
を
も
つ
住

民
た
ち
が
銀
山
を
生
か
し
た
町
づ
く
り
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。
一
九

五
七
年
に
大
森
文
化
財
保
存
会
が
発
足
し
、
遺
跡
の
清
掃
や
文
化
財
愛

護
に
つ
と
め
、
一
九
六
九
年
に
は
鉱
山
跡
と
し
て
は
全
国
で
初
め
て
、

採
掘
の
跡
の
間
歩
ま

ぶ

や
信
仰
の
対
象
の
寺
社
な
ど
が
国
指
定
史
跡
に
な
り

ま
し
た
。

ま
た
大
森
の
町
並
み
は
、
江
戸
時
代
の
風
情
ふ
ぜ
い

を
現
在
に
伝
え
て
い
ま

す
。
そ
の
町
並
み
は
一
九
八
六
年
に
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
桜
橋
さ
く
ら
ば
しか
ら
新
切
間
歩

し
ん
き
り
ま
ぶ

に
至
る
二
・
五
キ
ロ

の
家
並
み
の
あ
ち
こ
ち
に
、
当
時
の
面
影
を
残
し
た
屋
敷
が
多
く
残
っ

て
い
ま
す
。

大
森
の
町
並
み
の
特
徴
は
、
武
家
の
屋
敷
と
町
人
の
屋
敷
が
混

在
し
て
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
同
じ
通
り
に
武
家
と
町
人
が
、
一

緒
に
住
ん
で
い
た
の
で
す
。
寺
が
多
か
っ
た
こ
と
も
特
徴
で
、
当
時

の
こ
と
を
記
し
た
『
石
見
銀
山
旧
記

い
わ
み
ぎ
ん
ざ
ん
き
ゅ
う
き

』
に
は
、「
銀
山
百
カ
寺
」
と

寺
の
多
さ
を
物
語
る
記
述
も
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
面
影

お
も
か
げ

を
今
に
残
す
大
森
町

銀
山
を
支
え
た
町

昔
の
姿
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
技
術

大
森
町
の
古
い
町
並
み
を
保
存
し
、
再
生
さ
せ
る
た
め
に
、
家

並
み
の
保
存
修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
柱
や
梁は
り

な
ど
材
料

の
取
り
替
え
は
、
最
小
限
に
と
ど
め
、
同
時
に
技
法
に
つ
い
て
も
、

当
時
の
や
り
方
を

再
現
で
き
る
よ
う
、

綿
密
な
観
察
を
し

た
う
え
で
工
事
に

と
り
か
か
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
銀
山

の
町
と
し
て
繁
栄

し
て
い
た
当
時
の

姿
が
よ
み
が
え
っ

て
き
ま
し
た
。

古い材料や技法を生かした改築

石銀地区の発掘調査
石垣で支えられた平坦面の上に溜枡や炉が出た。奥に間歩が見
える。

谷から山頂にかけて連なる

建物の跡。
今は深い山だが、当時は鉱
石を砕く槌音

つちおと

や職人達の声が
響いてにぎやかだったに違い
ない。

石で囲まれた溜枡
ためます すぐ近くに開く間歩

江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
文
書
に
よ
る
と
、
石
見
銀
山

い
わ
み
ぎ
ん
ざ
ん

に
は
最
盛

期
に
二
〇
万
人
の
人
が
い
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
町
並
み
の
残

る
谷
筋
を
歩
い
た
だ
け
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
人
が
い
た
と
は
と
て
も

思
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
大
げ
さ
な
誇
張
と
一
笑
に
付
し
て
し
ま

う
の
は
早
計
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

大
森
お
お
も
り

の
町
並
み
の
南
、
銀
山
地
区
の
東
に
標
高
五
三
七
メ
ー
ト

ル
の
仙
の
山
が
そ
び
え
て
い
ま
す
。
銀
を
産
出
す
る
こ
の
山
の
谷

山
中
に
残
る
も
う
一
つ
の
町
並
み

仙せ

ん

の
山や

ま

の
遺
跡
が
語
り
始
め
た

に
は
、
人
が
住
ん
だ
跡
で
あ
る
平
坦
へ
い
た
ん

な
段
が
連つ
ら

な
っ
て
い
ま
す
。
な

ん
と
頂
上
近
く
の
石
銀
い
し
が
ね

地
区
と
呼
ば
れ
る
あ
た
り
ま
で
平
坦
面
が
あ

る
の
で
す
。
そ
の
数
や
実
態
は
ま
だ
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

数
多
く
の
人
が
働
い
て
い
た
当
時
の
様
子
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
ま

す
。近

年
こ
の
石
銀
地
区
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
深
い
山
中
で
の

採
掘
さ
い
く
つ

や
精
錬
せ
い
れ
ん

作
業
の
一
端
を
垣
間
か
い
ま

み
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
九
九
四
年
、
仙せ
ん

の
山や
ま

頂
上
近
く
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
こ

の
山
一
帯
に
広
が
る
平
坦
な
段
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

石
垣
で
区
切
ら
れ
た
平
坦
面
に
は
、
石
で
囲
ん
だ
溜
桝
た
め
ま
す

（
水
を
た

め
て
、
砕
い
た
石
を
入
れ
、
重
さ
の
違
い
で
鉱
石
を
選
び
出
す
比
重
ひ
じ
ゅ
う

選
鉱
せ
ん
こ
う

を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。）
や
精
錬
の
跡
な
ど
が
出
て
き

ま
し
た
。
す
ぐ
近
く
に
は
鉱
石
を
掘
り
出
し
た
間
歩
ま

ぶ

も
あ
り
ま
す
。

ど
う
や
ら
こ
の
山
上
で
、
鉱
石
の
掘
り
出
し
だ
け
で
は
な
く
、
銀
の

精
錬
に
至
る
か
な
り
の
工
程
を
こ
な
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。

石
銀
地
区
の
発
掘
調
査

仙の山 矢印が発掘された石銀地区。右上に大森の町が見える。
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