
介紹

紹

介

神
岡
鉱
山
史

　
飛
騨
の
高
原
郷
に
所
在
す
る
銀
・
鉛
・
亜
鉛
な

ど
の
諸
悪
を
総
括
す
る
神
岡
鉱
山
は
、
日
本
の
代

表
的
な
非
鉄
金
属
鉱
山
で
あ
る
。
小
規
模
な
が
ら

数
多
く
散
在
し
、
そ
の
と
き
ど
き
の
事
情
に
よ
っ

て
休
鉱
と
開
鉱
と
を
く
り
か
え
す
独
特
の
形
を
も

っ
た
飛
騨
の
面
出
、
し
か
も
半
農
半
鉱
と
も
い
う

べ
き
特
異
な
稼
行
形
態
を
も
つ
鉱
山
の
歴
史
を
の

べ
た
の
が
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
『
神
岡
鉱
山
史
』

で
あ
る
。
本
書
は
、
三
井
金
属
鉱
業
株
式
会
社
創

立
二
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
小
葉
田
淳
先
生

を
総
監
修
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
本
編
」
七
二
八
頁
、
　
「
史
料
編
」
二
二
〇
頁
に

お
よ
ぶ
大
冊
で
あ
っ
て
、
内
容
は
第
一
編
・
近
世

の
神
岡
鉱
山
、
お
よ
び
第
二
編
・
三
井
組
時
代
の

神
岡
鉱
山
に
分
れ
て
い
る
。

　
第
一
編
は
、
江
戸
時
代
の
神
岡
鉱
山
の
歴
史
で

あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
神
岡
の
名
称
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
明
治
に
な
っ
て
神
岡
鉱
山
の
鉱
区

に
包
括
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
諸
鉱
山
の
こ
と
で

あ
る
。
飛
騨
に
お
け
る
鉱
山
の
開
発
は
、
十
六
世

紀
末
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
こ
ろ
の
金
・
銀

山
の
開
発
か
ら
は
じ
ま
る
ら
し
い
。
一
五
八
六
年
、

秀
吉
に
よ
っ
て
こ
の
地
に
封
ぜ
ら
れ
た
金
森
長
近

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
金
・
銀
山
が
開
発
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
一
六
九
二
年
か
ら
幕
領
と

な
り
、
高
山
郡
代
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た

が
、
十
七
世
紀
半
ば
か
ら
金
・
混
迷
は
衰
え
、
十

八
世
紀
前
半
ご
ろ
か
ら
は
銅
・
鉛
山
が
飛
騨
の
鉱

業
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
銅
・
鉛
山
の
盛
衰
が
、
地
域
社
会
の
変
遷

と
関
連
さ
せ
て
の
べ
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
経
営
形

態
は
、
地
山
師
と
も
よ
ば
れ
る
稼
人
が
、
採
掘
の

名
義
人
あ
る
い
は
責
任
老
と
な
り
、
そ
の
下
で
下

稼
人
が
実
際
の
採
掘
に
に
あ
た
っ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
こ
の
稼
人
と
下
稼
人
と
の
間
に
、
対
立
関

係
が
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
形
は
幕
末

ま
で
つ
づ
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
一
八
五
五

年
の
高
山
興
浜
踏
所
の
創
設
で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
鉱
山
が
、
銅
・
鉛
の
生
産
が
主
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
か
ら
の
銀
の
分
離
圓
収
す
な
わ
ち
灰
吹
銀
の

収
取
が
、
む
し
ろ
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
灰
吹

銀
増
産
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
試
み
ら

れ
た
が
、
こ
の
吹
所
の
設
置
も
、
同
様
の
こ
と
を

屠
的
と
し
て
い
た
。
こ
の
吹
所
は
、
郡
代
の
直
営

で
は
な
く
、
郡
代
の
指
名
す
る
請
負
人
に
経
営
せ

し
め
、
強
く
統
制
し
た
の
で
、
直
営
と
同
じ
効
果

を
も
っ
た
。
こ
の
措
置
は
、
神
岡
諸
坑
に
と
っ
て

大
き
な
刺
戟
と
な
り
、
生
産
増
を
み
せ
な
が
ら
維

新
に
至
っ
た
。

　
第
二
編
は
、
三
井
組
が
神
岡
諸
坑
の
経
営
に
の

り
だ
し
、
一
八
九
一
年
三
井
鉱
山
合
資
会
社
創
立

ま
で
の
始
期
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期

に
な
る
と
史
料
も
豊
富
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

鉱
山
の
背
景
に
な
る
地
域
社
会
の
変
化
も
含
め
て

詳
細
に
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
明
治
に
入
っ
て
三
井
組
が
進
出
し
、
鉱
山
稼
人

を
し
だ
い
に
淘
汰
し
、
神
岡
諸
坑
の
金
山
を
そ
の

支
配
に
組
込
ん
で
い
く
姿
が
え
が
か
れ
て
く
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
三
井
組
が
、
政
府
の
鉱
山
政
策
と

む
す
び
な
が
ら
経
営
を
近
代
化
し
て
い
く
姿
は
、

日
本
の
鉱
業
近
代
化
の
一
典
型
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
う
。
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以
上
の
べ
た
よ
う
に
本
書
は
、
一
鉱
山
の
歴
史

と
し
て
叙
述
さ
れ
て
お
り
な
が
ら
、
地
域
社
会
の

変
遷
と
の
関
連
を
重
視
し
、
さ
ら
に
日
本
鉱
業
史

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
な
か
に
、
し
っ
か
り
と

位
遣
づ
け
な
が
ら
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
本
書

が
、
　
「
史
料
編
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

本
書
の
価
値
を
さ
ら
に
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
B
5
判
　
本
編
七
二
八
頁
　
史
料
編
二
二
〇
頁

　
　
　
九
七
〇
年
一
二
月
　
三
井
金
属
鉱
業
株
式
会
社
修

　
史
委
員
会
編
集
非
売
品
）

　
　
（
池
田
敬
正
・
府
立
大
阪
社
会
事
業
短
期
大
学
教
授
）

宇
治
市
史
1

　
宇
治
茶
の
名
で
茶
の
間
に
ま
で
親
し
ま
れ
て
き

た
宇
治
は
、
風
光
閣
媚
な
景
勝
の
地
ゆ
え
に
、
早

く
か
ら
離
宮
や
貴
族
の
別
業
が
お
か
れ
、
平
等
院

や
源
氏
物
語
宇
治
十
帖
に
代
表
さ
れ
る
ご
と
く
、

絢
欄
た
る
貴
族
文
化
が
栄
え
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

ま
た
地
理
的
に
も
重
要
な
位
置
を
し
め
る
こ
と
か

ら
、
宇
治
橋
が
か
け
ら
れ
、
有
名
な
断
碑
も
残
っ

て
い
る
。
さ
ら
に
古
く
菟
道
稚
郎
子
の
伝
承
や
、

降
っ
て
近
世
の
黄
蘂
山
万
福
寺
も
、
宇
治
に
と
っ

て
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
奈

良
盆
地
と
京
都
盆
地
北
半
以
遠
と
を
つ
な
ぐ
地
点

で
あ
っ
た
宇
治
は
、
そ
れ
ゆ
え
中
央
の
動
向
と
密

接
に
か
ら
み
あ
い
つ
つ
、
各
時
代
に
わ
た
っ
て
刻

み
こ
ま
れ
た
幾
多
の
伝
承
・
史
蹟
等
に
め
ぐ
ま
れ

て
い
る
。

　
か
か
る
宇
治
に
、
こ
れ
ま
で
市
章
の
類
が
な
か

っ
た
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
奇
異
の
感
な
し
と
し
な

い
が
、
近
年
の
急
激
な
都
帯
化
の
波
は
、
当
市
に

お
い
て
も
深
刻
な
も
の
が
あ
り
、
こ
の
転
換
期
に

あ
っ
て
「
急
速
な
勢
い
で
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
過

去
の
映
像
を
整
理
・
保
存
し
、
か
つ
て
宇
治
の
歩

ん
で
き
た
足
ど
り
を
明
ら
か
に
し
て
、
後
世
の
人

々
に
伝
え
る
責
務
が
痛
感
さ
れ
」
（
編
者
の
こ
と

ば
）
、
昭
和
四
五
年
か
ら
市
史
編
纂
事
業
が
開
始

さ
れ
た
。
そ
の
後
約
三
年
を
へ
て
上
梓
さ
れ
た
の

が
、
瀟
酒
な
装
訂
を
ほ
ど
こ
し
、
随
所
に
鮮
明
か

つ
適
確
な
写
真
・
図
版
・
表
を
ふ
ん
だ
ん
に
も
り

こ
ん
だ
本
書
で
あ
る
。
副
題
を
「
古
代
の
歴
史
と

景
観
」
と
し
、
先
史
・
古
代
を
対
象
と
す
る
が
、

右
の
編
纂
意
図
は
本
巻
に
も
明
ら
か
に
貫
か
れ
、

「
本
編
」
に
先
だ
っ
て
「
序
説
」
を
配
し
、
地
理

的
・
歴
史
的
な
概
観
、
地
質
、
地
形
、
生
物
、
気

候
、
産
業
、
交
通
、
人
口
問
題
、
財
政
お
よ
び
都

市
計
画
の
各
方
面
に
わ
た
っ
て
、
　
「
宇
治
帯
の
現

勢
を
じ
っ
く
り
眺
め
る
」
（
二
五
ペ
ー
ジ
）
た
め
に
、

現
在
同
布
が
か
か
え
て
い
る
種
々
の
問
題
点
を
挟

り
出
し
て
い
る
。

　
「
序
説
」
に
つ
づ
く
「
本
編
」
は
、
時
代
順
に

次
の
五
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
各
車
は

そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
節
に
わ
か
れ
、
節
ご
と
に
そ
の

人
を
得
て
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
論
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。第第第第序

四三ニー章
章章章章

　
ま
ず
序
章
で
は
、

的
概
観
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
、

す
と
と
も
に
、

て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
古
墳
時
代
に
至
る
ま
で
の
遺
跡

に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
る
。
五
世
紀
宋
の
山
背
地
方

で
十
指
に
入
る
規
模
を
も
つ
巨
大
な
二
子
塚
古
墳

や
、
著
名
な
久
津
川
古
墳
群
と
そ
の
被
葬
者
の
問

先
史
・
古
代
の
歴
史
と
景
観

先
史
文
化
と
古
代
の
開
発

郡
郷
の
成
立
と
景
観

王
朝
貴
族
と
溺
業

院
政
期
の
庶
民
生
活

　
　
　
当
該
時
代
の
歴
史
的
・
地
理

　
　
　
　
　
　
「
本
編
」
の
序
を
な

　
他
方
、
総
説
的
な
位
置
を
も
占
め
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