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能
代
市
二
ツ
井
町
で
今
の
時
代
に
は
珍

し
い
鍛か

じ

や
冶
屋
を
営
む
安
保
家
は
、現
当
主
の

安
保
誠
喜
さ
ん（
57
）で
９
代
目
と
な
る
鍛

冶
屋
一
筋
の
家
柄
だ
。

　

安
保
鍛
冶
屋
の
初
代
は
刀
鍛
冶
で
、粕か

す

毛げ

村む
ら（

現
藤
里
町
粕
毛
）で
肝
い
り（
村
の

長
）だ
っ
た
安
保
家
の
名
字
を
拝
領
し
、村

内
に
鍛
冶
屋
を
構
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。き
み
ま
ち
阪（
現
能
代
市
二
ツ
井
町
）近

く
を
流
れ
る
藤
琴
川
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た

加
護
山
精
錬
所（
江
戸
時
代
か
ら
明
治
中

期
ま
で
存
続
し
、阿
仁
鉱
山
や
太
良
鉱
山

か
ら
舟
運
で
運
ば
れ
て
き
た
鉱
石
か
ら
銀

銅
、鉛
を
生
産
し
て
い
た
）で
専
属
の
鍛
冶

屋
を
し
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

昭
和
６（
１
９
３
１
）年
に
は
、き
み
ま
ち

阪
の
米
代
川
対
岸（
現
在
の
能
代
市
二
ツ

井
町
荷
上
場
上
中
島
）に
天て

ん
じ
ん
ち
ょ
ぼ
く
じ
ょ
う

神
貯
木
場
が

開
設
さ
れ
、秋
田
杉
の
一
大
集
積
地
に
な
っ

た
。周
辺
の
山
々
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
秋
田

杉
の
丸
太
は
こ
こ
で
筏

い
か
だ

組
み
さ
れ
て
米
代

川
を
下
り
、河
口
の
木
都
能
代
に
運
ば
れ

た
。貯
木
場
が
で
き
た
こ
と
で
鳶と

び
ぐ
ち口（
木
を

引
き
寄
せ
る
の
に
使
う
道
具
）の
需
要
も
一

層
旺
盛
に
な
り
、鍛
冶
屋
の
仕
事
も
繁
忙

を
極
め
た
と
い
う
。

　

今
、安
保
鍛
冶
屋
で
は
長
年
培
っ
て
き
た

鍛
治
の
技
を
生
か
し
て
、薪ま

き
ス
ト
ー
ブ
作
り

に
力
を
入
れ
て
い
る
。こ
れ
が
な
か
な
か
の

評
判
で
、平
均
し
て
年
30
台
の
ペ
ー
ス
で
40

年
ほ
ど
作
り
続
け
て
い
る
と
い
う
か
ら
、安

保
式
の
薪
ス
ト
ー
ブ
は
千
台
余
り
が
世
に

出
回
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
職
人
の
こ
だ

わ
り
で
、丈
夫
に
作
っ
て
い
る
か
ら
30
年
以

上
は
持
つ
」と
安
保
さ
ん
。ま
さ
に〝
一
生
モ

ノ
〟だ
。

　

安
保
鍛
冶
屋
が
薪
ス
ト
ー
ブ
作
り
を
手

掛
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、昭
和
47

（
１
９
７
２
）年
７
月
豪
雨
。米
代
川
や
藤

琴
川
は
こ
の
時
の
集
中
豪
雨
で
氾
濫
し
て

地
域
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。浸
水

家
庭
か
ら
は
大
量
の
ガ
ス
ボ
ン
ベ
が
流
出
。

こ
の
時
の
廃
棄
ボ
ン
ベ
を
加
工
し
て
作
っ
た

の
が
、安
保
式
薪
ス
ト
ー
ブ
の
原
点
だ
。こ
れ

が
口
コ
ミ
で
評
判
に
な
り
、宣
伝
し
な
く
て

も
ど
ん
ど
ん
買
い
手
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

今
は
ボ
ン
ベ
の
軽
量
化
で
板い

た
あ
つ厚
が
薄
く
な
っ

て
き
て
お
り
、自
分
で
納
得
の
い
く
ス
ト
ー
ブ

を
製
作
す
る
た
め
に
、十
分
な
板
厚
の
一
枚

鉄
板
か
ら
作
っ
て
い
る
。鍛
冶
屋
の
技
が
光

る
一
生
モ
ノ
の
薪
ス
ト
ー
ブ
だ
。

鍛
冶
屋
の
技
が

    
人
の
暮
ら
し
を
暖
め
る


