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○
現
地
説
明
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

11
月
25
日
㈰
に
鶴つ
る
し子
銀
山
跡
に
関
係
す
る

「
鶴つ
る
し
こ
う
ざ
ん
だ
い
か
ん
や
し
き
あ
と

子
鉱
山
代
官
屋
敷
跡
遺
跡
」
と
「
鶴つ
る
し子

荒あ
ら
ま
ち町
遺
跡
」
の
現
地
説
明
会
を
開
催
し
ま
し

た
。
当
日
は
天
候
も
よ
く
、
午
前
・
午
後
の

説
明
会
で
１
０
５
人
の
参
加
者
に
お
集
ま
り

い
た
だ
き
、
佐
渡
市
教
育
委
員
会
が
、
今
年

の
７
月
か
ら
11
月
初
旬
ま
で
の
約
４
か
月
間

に
わ
た
っ
て
行
っ
た
調
査
の
成
果
を
見
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
ご
好
評
に
つ
き
、

３
月
に
も
現
地
説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
で

す
。

○
調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と

今
回
の
調
査
は
、
２
つ
の
遺
跡
が
あ
る
山

林
の
下
草

や
竹
を
伐

採
し
て
、

遺
跡
の
保

存
状
態
を

確
認
す
る

も
の
で
、

発
掘
調
査

は
行
っ
て

い
ま
せ
ん

が
、
遺
跡

内
か
ら
斜

面
を
平
ら

に
造
成
し

た
平
坦
面

や
石
垣
、

井
戸
跡
が

発
見
さ
れ

ま
し
た
。

荒
町
遺
跡

は
、
こ
れ

ま
で
林
道

か
ら
南
側

部
分
の
み

が
遺
跡
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
調

査
で
林
道
北
側
の
代
官
屋
敷
跡
周
辺
ま
で
広

が
る
遺
跡
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
荒
町
遺
跡
で
見
ら
れ
る
よ
う
な

自
然
地
形
を
大
幅
に
変
え
ず
に
不
整
形
の
平

坦
面
を
造
る
例
は
、
中
世
の
鉱
山
集
落
遺
跡

に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
形

の
も
の
は
、
山
梨
県
の
湯ゆ
の
お
く

之
奥
金
山
や
島
根

県
の
石い
わ
み見
銀
山
な
ど
で
も
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

今
後
、
佐
渡
島
内
の
鉱
山
に
関
連
す
る
遺

跡
の
調
査
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
佐
渡
の

鉱
山
と
そ
れ
に
係
る
政
治
機
構
や
鉱
山
で
働

い
て
い
た
人
々
の
集
落
の
様
子
を
明
ら
か
に

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

○
「
鶴つ
る
し
こ
う
ざ
ん
だ
い
か
ん
や
し
き
あ
と

子
鉱
山
代
官
屋
敷
跡
遺
跡
」は
こ
ん
な
遺
跡

代
官
屋
敷
跡
は
、
鶴
子
銀
山
跡
の
南
側
、

標
高
約
１
１
５
ｍ
に
あ
る
遺
跡
で
、
上
杉
氏

の
代
官
が
い
た
陣
屋
跡
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

北
側
を
除
く
周
囲
を
沢
に
囲
ま
れ
た
攻
め
に

く
く
守
り
や
す
い
場
所
に
あ
り
、
銀
を
採
掘

し
た
場
所
に
近
く
、
銀
山
を
統
治
す
る
た
め

に
は
絶
好
の
場
所
に
立
地
し
て
い
ま
す
。

代
官
所
が
建
て
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
の

正
確
な
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
『
佐さ

ど

こ
渡
故

実じ
つ
り
ゃ
く
き

略
記
』
に
「
天
正
17
年
（
１
５
８
９
）
、

上う
え
す
ぎ
か
げ
か
つ

杉
景
勝
が
外と
や
ま山
に
陣
屋
を
建
て
て
山や
ま
ぐ
ち口
右う

京き
ょ
う

を
目
代
と
し
て
置
い
た
」
と
あ
り
、
「
こ

の
陣
屋
は
天
正
17
年
以
前
よ
り
あ
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
慶
長

８
年
（
１
６
０
３
）
に
大お
お
く
ぼ

久
保
長な
が
や
す安
の
命
令

で
相
川
に
陣
屋
（
後
の
佐
渡
奉
行
所
）
が
移

さ
れ
る
ま
で
の
間
、
佐
渡
の
金
銀
山
を
統
括

す
る
た
め
に
機
能
し
て
い
ま
し
た
。

○
「
鶴
つ
る

子し

荒
あ
ら
ま
ち町
遺
跡
」
は
こ
ん
な
遺
跡

荒
町
遺

跡
は
、
代

官
屋
敷
跡

東
側
に

あ
る
標

高
約
80
〜

１
３
５
ｍ

の
斜
面
に

立
地
す

る
、
全
長

約
４
０
０

ｍ
の
遺
跡

で
す
。
現
在
の
鶴
子
集
落
に
あ
っ
た
鉱
山
集

落
（
鶴つ
る
し子
田た

中な
か

遺
跡
）
に
対
す
る
「
新あ
ら
ま
ち町
」

が
後
に
「
荒
町
」
に
転
訛
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
鶴
子
銀
山
第
二
の
鉱
山
集
落
で
、
現

在
も
沢
根
・
鶴
子
集
落
か
ら
荒
町
遺
跡
を
通

り
、
銀
山
を
結
ぶ
「
鶴
子
道
」
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。

集
落
が
あ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
、
正
確
な

こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で

に
採
集
さ
れ
た
陶
磁
器
類
を
見
る
と
安
土
桃

山
時
代
〜
江
戸
時
代
前
期
頃
の
も
の
が
多
い

た
め
、
「
鶴つ
る
し
せ
ん
げ
ん

子
千
軒
」
と
言
わ
れ
る
最
盛
期

は
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
集
落
は
、
相

川
金
銀
山
が
繁
栄
し
て
、
人
々
が
相
川
へ
移

動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
急
速
に
人
口
が
減

り
、
や
が
て
無
人
の
遺
跡
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

ま
た
、遺
跡
の
中
に
は「
天て

ん
ぐ
い
わ

狗
岩
」と
呼
ば
れ

る
巨
岩
が
あ
り
、中
世
に
は
山や
ま
ぶ
し伏
の
修
業
場
が

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

◆
世
界
遺
産
・
文
化
振
興
課　
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現地説明会の様子

鶴子荒町遺跡に残る井戸跡

鶴子銀山と集落・港を結ぶ鶴子道

遺跡内に残る巨岩「天狗岩」　山伏の修業場と考えられます


