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ふ
る
さ
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の
宝
№
⒖
〕 

阿
井
に
あ
っ
た
鉄
砲
地
鉄
（
じ
が
ね
）
と
そ
の
技 

 

平
成
二
十
四
年
四
月
「
奥
出
雲
町
景
観
条
例
」
が
施
行
さ
れ
、
そ
れ
を
起
点
と

し
て
平
成
二
十
六
年
四
月
に
は
「
奥
出
雲
た
た
ら
と
棚
田
の
文
化
的
景
観
」
が
認

め
ら
れ
、
引
き
続
い
て
平
成
二
十
八
年
四
月
に
は
「
出
雲
国
た
た
ら
風
土
記
～
鉄

つ
く
り
千
年
が
生
ん
だ
物
語
～
」
と
し
て
日
本
遺
産
の
認
定
を
受
け
た
。 

認
定
理
由
に
は
【
た
た
ら
製
鉄
は
、
優
れ
た
鉄
の
生
産
だ
け
で
な
く
、
原
料
砂

鉄
の
採
取
跡
地
を 

広
大
な
稲
田
に
再
生
し
、
燃
料
の
木
炭
山
林
を
永
続
的
に
循

環
利
用
す
る
と
い
う
、
人
と
自
然
と
が
共
生
す
る
持
続
可
能
な
産
業
と
し
て
日
本

社
会
を
支
え
て
き
た
。
ま
た
、
鉄
の
流
通
は
全
国
各
地
の
文
物
を
も
た
ら
し
、
都

の
よ
う
な
華
や
か
な
地
域
文
化
を
も
育
ん
だ
。 

今
も
こ
の
地
は
、
神
代
の
時
代

か
ら
先
人
た
ち
が
刻
ん
で
き
た
鉄
づ
く
り
千
年
の
物
語
が
終
わ
る
こ
と
な
く
紡
が

れ
て
い
る
。
】
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
「
た
た
ら
製
鉄
に
由
来
す
る
資
源
循
環
型
の
農
業
」
が
国
の
農
業
遺
産

に
認
定
さ
れ
、
現
在
世
界
農
業
遺
産
へ
の
認
定
申
請
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
こ
数
年
た
た
ら
製
鉄
に
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
、
奥
出
雲
の
地
域
振
興
・
観

光
の
目
玉
と
し
て
行
政
・
民
間
が
一
体
と
な
っ
た
利
活
用
と
適
正
な
保
存
活
動
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 

さ
て
、
か
つ
て
多
く
の
鉄
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
奥
出
雲
の
鉄
山
経
営

は
、
や
が
て
郡
内
の
卜
藏
・
絲
原
・
杠
・
伊
豆
・
櫻
井
に
加
え
て
吉
田
村
の
綿
屋

（
田
部
）
の
六
鉄
師
に
そ
の
支
配
が
集
中
し
発
展
し
て
き
た
。
郡
内
の
五
鉄
師
に

は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
経
営
が
あ
り
、
地
域
に
お
け
る
産
業
発
展
は
も
と
よ
り
地

域
文
化
の
創
造
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。 

う
ち
阿
井
櫻
井
家
た
た
ら
の
最
大
特
徴
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
日
本
一
と
言
っ

て
も
い
い
鉄
砲
地
鉄
を
生
産
す
る
鍛
冶
技
術
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
鉄
砲

地
鉄
と
は
、
鉄
砲
の
銃
身
を
作
る
鉄
の
事
で
あ
る
。
そ
の
特
質
は
刀
と
違
い
、
強

力
な
爆
発
力
に
耐
え
る
竪
さ
と
粘
り
が
あ
り
、
ゆ
が
み
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
近

江
の
國
「
国
友
」
に
は
七
十
三
軒
の
鉄
砲
鍛
冶
屋
と
約
五
百
人
に
及
ぶ
職
人
が
い

た
と
い
う
。
そ
の
鉄
砲
鍛
冶
達
は
、
鉄
砲
本
来
の
使
命
で
あ
る
命
中
率
の
高
さ
を

極
め
る
べ
く
そ
の
技
術
を
磨
く
と
共
に
、
鉄
砲
地
鉄
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
鉄
を
日

本
中
に
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
鍛
治
集
団
の
年
寄
役
の
国
友
藤
兵
衛
一
貫
斎

は
、「
鉄
は
出
雲
・
播
磨
の
も
の
が
良
い
。
ま
た
出
雲
の
菊
一
と
い
う
鉄
が
あ
る
が
、

こ
れ
が
最
も
良
い
鉄
で
あ
る
。」
と
有
馬
成
南
筆
「
一
貫
斎
藤
兵
衛
伝
」
に
記
し
て

い
る
。 

こ
の
「
菊
一
鉄
」
こ
そ
、
阿
井
櫻
井
家
三
代
の
直
重
に
よ
り
、
正
保
元
年
（
一
六

六
四
年
）
上
阿
井
呑
谷
に
お
い
て
製
鉄
業
を
始
め
、
そ
こ
で
作
っ
て
全
国
に
売
り

広
め
た
平
割
錬
鉄
で
あ
る
。
菊
一
と
は
鍛
冶
職
人
の
名
前
で
あ
り
商
標
で
あ
っ
た
。

可
部
屋
は
第
三
代
直
重
よ
り
こ
の
菊
一
印
の
鉄
を
売
り
出
し
、
第
五
代
源
兵
衛
利

吉
は
松
江
藩
よ
り
御
鉄
砲
地
鉄
鍛
方
を
拝
命
し
、
藩
を
通
じ
て
国
友
を
は
じ
め
全

国
各
地
に
送
り
出
し
た
。 

江
戸
時
代
の
鉄
砲
鍛
冶
発
展
に
尽
く
し
た
可
部
屋
の
技
術
は
、
郷
土
の
誇
る
べ

き
財
産
で
あ
る
。 

 


