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小
山
の
鍛
冶
屋
井
戸
と
そ
の
場
所 

 

佐
合 

武 

氏
の
小

山
物
語
に
よ
る
と
、
牧

野
緑
が
丘
か
ら
の
水

が
、
小
川
へ
流
入
す
る

場
所
に
井
戸(

清
水)

が

あ
っ
た
と
い
う
。 

 

こ
の
鍛
冶
屋
と
い
う

地
名
は
、
現
在
の
小
地

名
に
は
残
っ
て
い
な

い
。
武
さ
ん
の
記
録
に

よ
れ
ば
、
そ
の
場
所
は

自
宅
か
ら
東
の
方
へ
徒

歩
で
数
町
離
れ
た
と
こ

ろ
の
藪
の
中
に
そ
の
井

戸
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
佐
合
氏
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
夏
に
な
る
と
こ
の
井
戸
に
水
を
飲
み
に

行
っ
た
と
あ
る
。
こ
の
付
近
に
昔
鍛
冶
屋
が
あ
り
、
刀
を
打
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
た
。(

祖
父
か
ら
の

伝
聞)

 

 
 

佐
合
氏
に
よ
れ
ば
、
小
山
で
製
作
さ
れ
た
刀
を
持
っ
て
い
る
人
が
氏
を
訪
ね
て
き
た
り
、
井
戸
に
近
い

畑
か
ら
土
器
や
石
器
の
破
片
が
、
ま
た
壺
や
腐
食
し
た
小
刀
が
地
下
三
尺
ほ
ど
の
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
た

と
い
う
。
こ
の
水
を
使
用
し
た
刀
鍛
冶
の
存
在
が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
関
鍛
冶
の
起

源
を
さ
ぐ
る(

関
市
発
行)

」
に
よ
れ
ば
、
木
曽
川
水
系
に
室
町
時
代
の
鍛
刀
地
が
あ
り
、
主
な
も
の
と
し

て
小
山
鍛
冶
が
あ
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
小
山
鍛
冶
の
位
置
と
し
て
「
木
曽
川
と
飛
騨
川
の
合
流
点
の

飛
騨
川
よ
り
に
あ
る
」
と
し
、
こ
こ
か
ら
遡
る
と
「
上
牧
野
の
兼
行(

カ
ネ
ユ
キ)

」
が
、
そ
の
上
流
は
「
細

目(

ホ
ソ
メ)

」
と
な
り
、
十
五
世
紀
の
斎
藤
氏
の
重
要
な
根
拠
地
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

地
が
木
材
の
供
給
地
で
あ
り
、
伐
採
用
の
斧
、
運
材
用
の
ト
ビ
を
も
生
産
し
た
と
い
う
背
景
が
予
想
さ
れ

る
と
い
う
。
さ
て
、
右
記
の
地
形
図
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
、
佐
合
氏
の
指
摘
す
る

鍛
冶
屋
井
戸
を
推
定
し
た
も
の
で
あ
る(

赤
丸
で
表
示)

。
牧
野
の
河
岸
段
丘
を
浸
食
し
た
小
河
川
が
大
場

の
河
川
に
合
流
す
る
所
に
あ
る
。
現
在
は
、
主
要
地
方
道
可
児
金
山
線
の
下
に
暗
渠
と
な
っ
て
い
る
。 

 
 

注 

安
藤
石
材
店
の
右
、
外
国
人
学
校
フ
ェ
ン
ス
と
の
間
、
主
要
地
方
道
可
児
金
山
線
の
下
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
製
の
暗
渠
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
。 

ヨ
ナ
ダ
ー
が
下
米
田
・
牧
野
の
色
々
な
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
よ 


