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1　鉱山史研究と考古学

　
　
　
1
　
鉱
山
史
研
究
と
考
古
学

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
日
本
鉱
山
史
研
究
の
な
か
で
も
、
金
銀
山
遺
跡
に
関
す
る
考
古
学
的
な
研
究
は
よ
う
や
く
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ

は
石
見
・
佐
渡
・
甲
斐
な
ど
の
戦
国
期
か
ら
近
世
前
期
に
か
け
て
、
日
本
は
も
と
よ
り
世
界
有
数
の
鉱
山
と
し
て
の
位
置
を
保
っ
た
遺
跡

に
対
す
る
考
古
学
的
研
究
が
開
始
さ
れ
、
し
だ
い
に
そ
の
成
果
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に
奥
深
い
山
中
に
眠
る
遺
跡

に
光
が
あ
て
ら
れ
、
文
字
に
あ
ら
わ
れ
な
い
世
界
が
少
し
ず
つ
見
え
は
じ
め
た
効
果
は
大
き
く
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
史
学
や
鉱
山
技
術
史

を
中
心
に
構
築
さ
れ
て
き
た
わ
が
国
の
鉱
山
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
し
だ
い
に
変
え
つ
つ
あ
る
）
1
（

。

　
本
章
で
は
、
考
古
学
に
よ
る
鉱
山
史
と
く
に
金
銀
山
史
研
究
を
概
観
し
な
が
ら
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
ご
ろ
の
金
銀
山
の
経
営
の

あ
り
方
や
今
後
の
鉱
山
史
研
究
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
、
い
く
つ
か
の
課
題
に
分
け
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
1
　
小
葉
田
淳
博
士
著
『
日
本
鉱
山
史
の
研
究
』
と
こ
れ
ま
で
の
金
銀
山
史
研
究

　
わ
が
国
の
金
銀
山
史
研
究
は
、
近
世
初
期
か
ら
日
本
最
大
の
生
産
量
を
誇
っ
た
佐
渡
金
銀
山
や
石
見
銀
山
に
関
す
る
諸
研
究
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
な
か
で
も
、
佐
渡
金
銀
山
に
お
け
る
研
究
は
豊
富
な
文
献
史
料
や
絵
画
史
料
な
ど
が
駆
使
さ
れ
、
ま
た
近
年
で
は
さ
ま
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第 1部　金銀山の研究史

ざ
ま
な
角
度
か
ら
の
考
古
学
的
調
査
が
開
始
さ
れ
、
金
銀
山
で
の
多
様
な
あ
り
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
田
中
圭
一
氏
の
『
佐
渡
金

銀
山
史
の
研
究
』﹇
田
中 

一
九
八
六
﹈や
佐
渡
金
銀
山
に
関
わ
る
各
種
の
調
査
報
告
書
は
そ
の
代
表
的
成
果
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
佐
渡
金
銀

山
に
か
ぎ
ら
ず
、
わ
が
国
の
著
名
な
金
銀
山
に
関
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
調
査
さ
れ
、
着
実
に
研
究
の
成

果
が
あ
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
わ
が
国
の
金
銀
山
の
全
体
像
が
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
個
別
的
な
研
究
と
は
別
に
、
全
国
の
鉱
山
を
通
覧
し
て
体
系
的
な
鉱
山
史
像
を
描
い
た
の
が
小
葉
田
淳
博
士
で
あ
り
、『
日

本
鉱
山
史
の
研
究
』﹇
小
葉
田 

一
九
六
八
﹈で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
で
は
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
金
銀
山
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
金
銀
山
の
立
地

か
ら
鉱
山
の
技
術
、
経
営
の
あ
り
方
な
ど
が
文
献
史
料
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
史
料
群
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
鉱
山
史
研

究
上
に
お
け
る
不
朽
の
著
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
著
作
に
よ
っ
て
、
金
銀
山
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
あ
り
方
が
明
ら
か

に
さ
れ
た
事
例
は
多
い
。
た
と
え
ば
、
甲
斐
国
の
金
山
経
営
に
つ
い
て
博
士
は
次
の
よ
う
に
論
じ
な
が
ら
、
経
営
主
体
た
る
金
掘
た
ち
の

性
格
づ
け
を
行
い
、
の
ち
の
研
究
の
基
礎
を
作
っ
た
。

「
後
世
の
諸
家
の
由
緒
書
中
に
は
、
金
山
衆
は
金
山
掛
奉
行
で
あ
っ
た
よ
う
に
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
近
世
諸
藩
の
金
山
奉
行
は
、

藩
よ
り
派
遣
さ
れ
て
鉱
山
支
配
に
任
じ
た
藩
役
人
で
あ
る
。
金
山
衆
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
間
歩
・
掘
場
の
所
有
者
稼
行
主
で
あ
り
、

山
主（
山
師
）で
あ
る
。
甲
駿
地
方
で
は
、
彼
ら
は
領
主
と
被
官
関
係
を
も
つ
名
主
的
武
士
で
あ
り
、
金
山
衆
は
山
主
集
団
で
あ
る
と

と
も
に
武
士
団
を
形
成
し
て
い
た
ら
し
い
」﹇
小
葉
田 
一
九
六
八
：
二
八
六
頁
﹈。

　
金
銀
山
の
経
営
者
で
も
あ
っ
た
金
掘
た
ち
、
彼
ら
は
甲
斐
国
内
や
戦
国
大
名
武
田
氏
の
支
配
が
及
ぶ
領
域
内
で
は
、「
金
山
衆
」
と
い

う
独
特
の
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
金
山
衆
た
ち
の
自
立
的
な
動
き
を
重
視
し
て
、
戦
国
大
名
か
ら
一
歩
引
き
離
し
、
金
山
と
い

う
山
の
世
界
で
働
く
民
と
し
て
の
性
格
づ
け
を
行
い
、
新
し
い
金
掘
像
を
導
い
て
い
る
。
こ
の
視
点
は
、
戦
国
大
名
の
権
力
下
に
が
っ
ち

り
と
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
従
来
の
金
掘
像
か
ら
解
き
放
ち
、新
鮮
で
、か
つ
よ
り
実
像
に
近
い
金
掘
像
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　
こ
れ
は
従
来
の
甲
斐
金
山
史
研
究
が
武
田
氏
権
力
論
の
枠
の
中
で
論
じ
ら
れ
つ
つ
、
視
点
を
武
田
氏
側
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
た
こ
と
に
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対
し
て
、
小
葉
田
博
士
は
金
掘
そ
の
も
の
に
照
準
を
あ
て
、
そ
の
目
の
高
さ
か
ら
金
掘
た
ち
を
眺
め
た
こ
と
に
よ
り
編
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
金
山
は
ま
さ
に
山
の
世
界
で
あ
り
、
鉱
山
職
人
や
商
人
た
ち
の
活
躍
の
場
で
も
あ
り
、
そ
の
場
に
焦
点
を
お
い
た
小
葉
田
博

士
の
論
証
は
的
確
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
小
葉
田
博
士
の
著
作
が
出
版
さ
れ
た
段
階
で
は
、
わ
が
国
の
戦
国
期
を
中
心
と
す
る
初
期
金
銀
山
遺
跡
に
対
す
る
考

古
学
的
調
査
研
究
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
実
際
に
金
銀
山
と
い
う
山
の
世
界
が
、
個
別
的
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
ち
、
い
つ
ご

ろ
か
ら
操
業
が
始
め
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
過
程
を
た
ど
る
の
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
直
接
金
銀
山
に
関
わ
る
基
礎
的
な
内
容
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
小
葉
田
博
士
の
著
作
は
文
献
史
料
や
絵
巻
な
ど
を
含
め
た
鉱
山
関
係
の
史
料
群

を
縦
横
に
駆
使
し
、
金
銀
山
遺
跡
の
踏
査
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
し
か
し
考
古
学
的
資
料
の
欠
落
に
よ
る
限
界
は
否
定
で
き

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
2
　
考
古
学
的
調
査
研
究

　
鉱
山
遺
跡
、
と
く
に
本
章
で
対
象
と
す
る
中
世
か
ら
近
世
前
期
こ
ろ
の
金
銀
山
遺
跡
に
対
す
る
考
古
学
調
査
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
入

っ
て
か
ら
少
し
ず
つ
始
め
ら
れ
る
。
北
海
道
今
金
町
の
美
利
河
地
区
に
お
け
る
砂
金
採
掘
跡
の
調
査
は
八
一
年﹇
長
沼
他 

一
九
八
九
﹈、
島
根

県
の
石
見
銀
山
の
調
査
は
八
三
年
ご
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り﹇
太
田
市
教
委 

一
九
八
四
﹈、
そ
の
こ
ろ
か
ら
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
調
査
成
果

も
あ
が
り
は
じ
め
て
い
る
。
し
か
し
八
六
年
に
な
る
と
、
山
梨
県
の
黒
川
金
山
を
舞
台
に
考
古
学
や
文
献
史
学
、
民
俗
学
な
ど
に
よ
る
総

合
的
・
学
術
的
調
査
が
開
始
さ
れ
、
金
銀
山
遺
跡
に
対
す
る
本
格
的
調
査
の
段
階
に
至
っ
た
。
こ
の
調
査
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て

の
金
銀
山
に
対
す
る
総
合
的
調
査
の
お
そ
ら
く
初
の
事
例
で
あ
り
、
刻
々
と
も
た
ら
さ
れ
た
調
査
成
果
は
戦
国
期
の
武
田
氏
研
究
は
も
と

よ
り
、
日
本
の
鉱
山
史
研
究
に
た
い
へ
ん
刺
激
的
な
も
の
で
あ
っ
た﹇
黒
川
金
山 

一
九
八
七
・
一
九
八
八
・
一
九
九
一
﹈。
後
述
す
る
が
、
そ
の


