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や

瘍
本
を
支
た
た
え
た
ら
襲
鉄

ア
ニ
メ
映
画

『も
の
の
け
姫
』
を
ご

覧
に
な

っ
た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。

主
人
公
の
ア
シ
タ
カ
と
い
う
少
年
が
、

呪
い
を
解
く
た
め
に
旅
に
出
る
。
そ
こ

で
、
た
た
ら
場
と
言
わ
れ
る
製
鉄
場
と

出
会
う
こ
と
と
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
が

展
開
す
る
の
で
あ
る
。

た
た
ら
場
は
、
火
山
の
多
い
日
本
で

多
く
産
出
さ
れ
る
砂
鉄

（酸
化
鉄
）
か

ら
鉄
を
精
製
す
る
我
が
国
独
特

の
製

鉄
工
場
で
あ
っ
た
。

全
盛
時
、
山
陰
地
方

（西
伯
者
）
に

Ｈ
ヶ
所
の
た
た
ら
製
鉄
を
経
営
し
、
末

端
ま
で
含
め
る
と
３
万
人
の
雇
用
を
創

出
し
て
い
た
の
が
、
近
藤
家
で
あ
る
。

近
藤
家
の
活
動
は
今
日
で
も
続
い
て

る
が
、
も
う
た
た
ら
場
を
経
営
す
る
と

い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
た
た
ら
製

鉄
の
商
業
製
鉄
と
し
て
の
活
動
は
終
え

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
は
、
近
藤

林
業
有
限
会
社

（代
表
取
締
役
　
近
藤

登
志
夫
９
代
目
）
と
し
て
、
林
業
、
不

動
産
管
理
を
し
て
い
る
。

企
業
経
営
は
そ
の
環
境
に
適
応
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
否

定
す
る
経
営
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
大
き
な
時
代
の
う
ね
り
の
中
で
、

事
業
環
境
に
適
応
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
、
事
業
を
い
か
に
終
息

さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
撤
退
の
美
学
を
貫
い
た
の
が
、
近

藤
家
で
あ
る
。

時
代
瘍
後
押
し
と

分
理
化
で
伸
び
る

下
備
後
屋
近
藤
家
は
、
１
７
０
０
年

代
の
中
頃
に
近
藤
彦
四
郎
が
下
備
後
屋

の
商
号
で
分
家
独
立
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。
そ
し
て
、
た
た
ら
製
鉄
の
事
業
を

始
め
、
江
戸
中
期
に
は
大
阪
に
直
販
店

を
設
け
る
な
ど
し
て
、
以
後
順
調
に
発

展
す
る
こ
と
と
な
る
。

明
治
に
入
り
、
富
国
強
兵
の
政
策
に

よ
り
、
急
速
に
鉄
の
需
要
が
拡
大
し
、

同
時
に
安
価
な
洋
鉄
が
輸
入
さ
れ
追
っ

て
西
欧
の
製
鋼
の
技
術
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。
そ
の

一
つ
が
、
ド
イ
ツ

の
技
術
を
導
入
し
た
八
幡
製
鉄
所
で
、

明
治
３４
年
に
建
設
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

八
幡
製
鉄
所
が
本
格
的
に
稼
働
す
る
の

は
、
明
治
３８
年
く
ら
い
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
の
間
、
日
本
の
鉄
の
需
要
を

支
え
て
い
た
の
は
、
た
た
ら
製
鉄
で
あ
っ

た
。
言
葉
を
変
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
日

本
の
近
代
化
、
日
清

。
日
露
戦
争
を
支

え
て
い
た
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

近
藤
家
は
元
来
、
合
理
的
経
営
、
地

域
と
の
協
調
、
後
継
者
や
優
秀
な
手
代

の
育
成
を
是
と
し
て
い
た
が
、
特
に
明

治
中
期
以
降
、
強
力
に
近
代
化
を
推
し

進
め
、
こ
れ
が
増
産
を
可
能
に
し
て

い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
来
の
製
法
を

大
切
に
す
る
職
人
達
と
近
代
化

・
合
理

化
を
急
ぐ
経
営
陣
の
間
で
は
、
そ
の
軋

蝶
を
伴
い
な
が
ら
も
成
長
し
て
い
く
の

で
あ
る
。

ま
た
、
下
備
後
屋
近
藤
家
で
は
、
鉄

山
を
提
供
し
て
く
れ
る
村
と
の
協
調
を

徹
底
し
て
行
っ
た
。
鉄
山
稼
ぎ
議
定
と
い

う
議
定
書
を
村
と
と
り
交
わ
し
、
厳
し

い
規
則
の
元
に
鉄
山
経
営
を
行
い
、
地

域
と
の
協
調
を
大
切
に
し
た
の
で
あ
る
。

下
鸞
後
屋
鍾
藤
家
の
子
育
て

下
備
後
屋
近
藤
家
の
当
主
は
、
幼
い

時
か
ら
宴
席
や
会
議
に
同
席
さ
せ
ら

れ
、
当
主
と
し
て
の
教
育
を
徹
底
し
て

受
け
る
こ
と
と
な
る
。
単
に
近
藤
家
の

た
め
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
社
会
を
守

る
た
め
に
、
地
域
全
体
と
の
調
和
が
求

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

現
９
代
目
近
藤
家
当
主
に
よ
る
と
、

祖
父
が
伯
母
に

「贅
沢
は
さ
せ
な
い
け

ど
、
不
自
由
は
さ
せ
な
い
」
と
言
わ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
が
、
自
分
の

小
遣
い
の
体
験
と
同
じ
考
え
な
ん
だ
と

思
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
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９
代
目
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
小
遣
い

を
も
ら
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
自
分
の
友
達
が
毎
日
小
遣
い
を
も

ら
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
羨
ま
し
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
あ

っ
た
。
逆
に
学
習

教
材
な
ど
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

言
え
ば
買

っ
て
く
れ
た
と
い
う

こ
と

だ
。
よ
く
考
え
て
見
れ
ば
、
今
日
の
子

供
達
は
贅
沢
な
割
に
は
不
自
由
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
時
が
あ
る
。

よ
く
自
分
の
子
供
に
、
何
不
自
由
な
く

育
て
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
贅
沢
を
さ

せ
た
だ
け
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

近藤林業有限会社■■ ■■ ‐・ |

〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨620
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七  六  ニ

か
と
感
じ
る
時
が
あ
る
。

親
が
子
供
に

「何
で
も
好
き
な
こ
と

を
や
れ
、
自
由
に
や
れ
」
と
い
う
が
、

こ
れ
で
上
手
く
い
っ
た
と
い
う
老
舗
を

著
者
は
殆
ど
見
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、

何
を
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
小
さ
な

子
供
に
自
由
に
や
っ
て
よ
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
お
金
を
使
い

過
ぎ
て
自
分
の
生
活
を
持
て
余
し
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

畿
鋒
顧
騒
集
Ｎ
の
管
理
技
磯

こ
の
よ
う
な
歴
代
の
当
主
を
支
え
て

き
た
の
が
、
手
代
集
団
で
あ
る
。
今
日

的
に
言
え
ば
、
戦
略
管
理
部
門
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

手
代
集
団
は
総
勢
７０
人
く
ら
い
の
人

達
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、

徹
底
的
な
計
数
分
析
に
よ
り
下
備
後
屋

近
藤
家
の
あ
る
べ
き
方
向
を
当
主
と
共

に
会
議
等
で
話
し
合
う
と
い
う
こ
と
を

し
て
い
た
。
事
実
、
明
治
時
代
に
は
す

で
に
部
門
別
損
益
管
理
が
、
徹
底
し
て

行
わ
れ
て
い
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。

今
日
の
よ
う
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の

あ
る
時
代
に
お
い
て
も
難
し
い
も
の
を

手
計
算
、
墨
書
き
で
行

っ
て
い
る
と
い

う
レ
ベ
ル
の
高
さ
が
あ
る
。

事
業

饂
櫃
雰

吻
糞
極

め
膠

こ
の
よ
う
に
、
隆
盛
を
極
め
て
き
た

下
備
後
屋
近
藤
家
で
あ
る
が
、
や
が
て

日
本
の
近
代
化
の
中
で
存
在
価
値
が
問

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
西
洋

製
鉄
と
た
た
ら
製
鉄
で
は
、
生
産
効
率

に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か

で
あ
っ
た
。
近
藤
家
で
は
、
早
く
か
ら

情
報
の
収
集
に
努
め
、
明
治
１８
年
に
は

合
理
化
案
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

近
藤
家
の
生
産
高
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

Ю
年
以
上
前
で
あ
っ
た
。
合
理
化
を
進

め
る
に
あ
た
り
、
地
域
経
済
の
崩
壊
さ

せ
な
い
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
。
そ
し

て
、
何
よ
り
も
人
の
生
活
を
守
る
と
い

う
こ
と
を
大
切
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
か

ら
次

へ
と
合
理
化

の
手
を
打

っ
て
い

く
。
明
治
３６
年
に

は
、
出
雲
の
鉄
山

師

と
共

に
雲

伯

鉄

山
組

合

を
設

立
し
、
需
要
に
応

じ

る

こ
と

と
な

る
。
こ
れ
が
後
に
、

日
立
金
属

安
来

工
場

へ
と
発
展
し

て
い
く
。
ま
た
製
炭
事
業
部
を
設
け
た

り
、
原
野
を
開
墾
し
て
水
田
を
造
成
す

る
な
ど
労
働
の
場
を
用
意
し
な
が
ら
大

正
５
年
に
は
、
本
材
か
ら
酢
酸
を
取
る

技
術
を
確
立
し
、
製
薬
工
場
を
大
阪
に

建
設
す
る
。
こ
れ
が
、
今
日
の
協
和
発

酵
の
前
身
と
な
る
。
更
に
は
、
大
正
７

年
日
本
ク
ロ
ム
エ
業
の
設
立
と
な
る
。

こ
れ
以
後
の
近
藤
家
の
経
営
を
支
え

た
の
が
、
海
外
か
ら
の
特
殊
鋼
の
輸
入

で
あ
っ
た
。
旭
ハ
ガ
ネ
と
い
う
ブ
ラ
ン

ド
で
売
り
出
す
こ
と
と
な
り
、
近
藤
家

の
経
済
基
盤
を
支
え
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
大
正
醤
油
株
式
会
社
、

根
雨
酒
造
株
式
会
社
、
更
に
、
地
方
銀

行
の
設
立
、
木
材
会
社
経
営
、
森
林
組

合
の
育
成
な
ど
を
行
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
表
面
的
に
は
、
次
か

鉄
山
稼
ぎ
議
定
書

（
人
保
八
年

（１
８
３
７
）
作
成
）

た
た
ら
や
餃
治
場
は
村
の
ど
こ
に
で
も
作
ら
せ
て
い
た
だ
き
た

い

契
約
翔
間
は
九
八
年
間
と
し
ま
す

こ
の
問
村
で
作

っ
た
人
炭
や
小
炭
は
狭
蒟
に
納
入
し
て
い
た
だ
き
た

い

子
間

（薇
占
卑
月
の
馬
）
は
勝
手
に
使
わ
せ
て
く
だ
き

い

馬
の
餌

の
提
供
は
自
歯
契
約
と
し
、
そ
の
場
所
は
野
薔
ど
こ
で
も
自
昔
と
さ
せ
て
下
さ

い

鉄
占
の
地
子

（常
周
労
働
者
）
が
ｔ
く
な

っ
た
場
合
、
村

の
よ
●
墓
に
葬
り
ま
す

占
力
の
下
に
は
菜
園
に
使

い
、
残
れ
ば
村
に
渡
し
ま
す

鉄
ム
の
労
働
者
は
、　
一
晩
で
も
宿
泊
さ
せ
な

い
よ
う
願

い
ま
す

ま
た
、
何
か
物
品
を
も
っ
て
借
全
を
頼
ん
で
き
て
も
、
た
じ
な
い
て
短
ら
せ
て
い
■
だ
き
た
ぃ

賭
博
な
ど
さ
せ
る
の
は
、
当
然
ご
濃
度
と
し
て
下
さ
い

山
内
で
出
た
ゴ
ミ
な
ど
は
、
近
く
の
便
利
の
よ
い
と
こ
ろ
に
捨
て
き
せ
て
下
さ
い

お
二
い
に
什
え
く
や
っ
て
、
不
都
合
が
生
し
た
ら
よ
く
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

『
塊
へ
語
訳
　
地
域
末
来
』

歴史を感じさせる下備後屋近藤家の仔まい

夫保3年当時め鉄山稼ぎの議定書 (意訳)



…1700年代 中頃 「備後屋Jと称 した本家元祖伝兵衛の孫t彦尋、Ъが現在地に「下備後屋J

の屋号で分家独立:   ‐              ‐     |
1779(安永 8年 ) 日野郡笠木村谷中山 (現自南町)に初めて製鉄の事業を興す:

文政 13年・天保元年 3代目平右衛門 (当 時 51歳 )が大庄屋に抜擢される。

天保 7年 ) 大坂に近藤鉄店を設け、販路の拡張をはかる。

1852(嘉 永 5年 ) 製鉱所を 5ケ所に増設。この頃、 4代平右衛門が大庄産に任命され、

後には鳥取藩内大庄屋首座となる。

1858(安 政 5年 ) 7ケ所の鉄山を経営。

1864(元 治元年) 近藤喜八郎 (26歳)奥日野郡 (黒坂以南)大庄屋となる。

1865(慶 応元年 ) lB者 国 7ケ所、美作国 4ケ所、合計 1lヶ 所の鉄山を経営。

868(慶応 4年 ) 山陰鎮撫使・西園寺公望中将一行への対応 (1月 )

868(明治元年 ) 6鉄山と付属鍛治 8軒を経営。

873(明治 年 ) 4代平右衛門が 62歳 で没し、5代喜八郎が 35歳で当主となる:

877(明治 0年 ) 7月 頃よリコレラが流行

881(明治 14年) 仲間入札による在庫調整。

1883(明 治 6年 ) 日野町出身の加藤正義、合理化を進言。

884(明治 年 この頃より海軍省に造艦用として鉄の納入を始める。

1885(明 治 8年 ) 喜八郎、合理化を模索 (忘備録「手飛可恵J)

1888(明 治 21年 ) 福岡山鉄案 (近藤福岡製鉄所、福岡山鉄鉱所)開業式 (2月 )

889(明治 22年 頃 トロンプ送風器と吹差輔の導人。

891(明治 24年 政府筋への販売に関して、出雲鉄と競合。

893(明治 26年 ) 異例の村下会議を開催 (夏 )

1894(明 治 27年 ) この頃、近藤家経営 8鉄山合計錬鉄生産高は最高を記録。

895(明治 28年 ) 造兵廠から伯雲 4家へ、玉鋼 7万キロの注文。

903(明治 36年 ) 雲伯鉄山組合の設立 (「 日立金属・安来工場Jの前身)

明治 41年 ) 低燐銑鉄の製造を開始。

913 大正 2年 ) 木材乾溜工場を根雨地内に建設。

大正 5年 ) 製薬工場を堺市外向井町に建設 (「協和発酵Jの前身)

1918(大 正 7年 ) 大戦終結、鉄価 3分の 1に 下落。

大阪に「日本クロムエ業株式会社」が設立され、株主となる。

根雨近辺の板丼原・宝仏山・黒谷山での製炭を試産。

1919(大 正 8年 ) 建設中の大型溶鉱炉の建設を中止。

7つ の鉄山の内、吉領、新屋山を残 して休・廃業 (9月 )

各鉄山を製炭所とする。

1920(大 正 9年 ) 海外から特殊鋼を輸入し、旭ハガネとして売り出す。

1921(大 正 10年 ) 近藤本店林業部を設置。多里に新屋製炭所を開設。

1922(大 正 11年 ) 大宮の吉釘・阿昆縁の 。江尾の川平山に製炭所を開設。

就労を望む炉の村下、大鍛冶の大工以下の就業者 200人を雇用:

1943(昭 和 18年 ) 大阪鉄店 (近藤鋼商店)開店。
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ら
次

へ
と
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
伴
い
、
人
の

異
動
を
行
い
、
新
し
い
部
門

へ
と
振
り

向
け
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
明
治
、

大
正
、
昭
和
と
い
う
長
期
間
を
か
け
て

の
壮
大
な
撤
退
劇
で
あ
り
、
た
た
ら
製

鉄
だ
け
に
依
存
し
て
い
た
地
域
経
済
を

美
事
に
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
イ
ン
グ
さ
せ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。

実
は
、
山
陰
の
他
の
鉄
山
閉
鎖
で
は
、

働
い
て
い
た
少
な
か
ら
ぬ
人
達
が
流
れ

者
と
し
て
九
州
の
八
幡
製
鉄
所
や
炭
鉱

労
働
者
と
し
て
移

っ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
近
藤
家
に
関
連
す
る
人

達
は
地
域
に
住
み
着
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の

人
生
を
歩
む
こ
と
と
な
り
、
流
れ
者
と

な
っ
た
人
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

偉
入
さ
借
鰺
り
９
代
爾
と
な
る

さ
て
、
９
代
日
で
あ
る
が
、
下
備
後

屋
近
藤
家
が
こ
れ
程
ま
で
の
集
団
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
た
の
は
成
人
し

て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の

時
に
、
自
分
に
残
さ
れ
も
の
の
大
き
さ
、

重
さ
を
知
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

現
在
は
、
残
さ
れ
た
山
林
、
不
動
産

を
管
理
す
る
傍
ら
、
地
域
の
人
達
と
協

調
し
な
が
ら
た
た
ら
製
鉄
の
歴
史
の
伝

承
に
努
め
て
い
る
。
実
は
、
近
藤
家
に
は

ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
古
文
書

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
藤
家
の
管
理
レ
ベ

ル
の
一昌
さ
か
ら
、
そ
の
殆
ど
が
書
類
と
し

て
残
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
だ
。
今

日
で
も
、
全
国
か
ら
資
料
の
問
い
合
わ

せ
が
あ
る
。
９
代
目
に
よ
る
と
、
残
さ
れ

た
資
産
を
管
理
し
て
い
く
こ
と
は
並
大

抵
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
も

近
藤
家
が
こ
の
先
続
き
、
地
域
社
会
と

協
調
し
て
い
く
た
め
に
は
、
前
向
き
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。

賞
賛
さ
れ
は
「轍
な
」
も
鯰
燿

人
は
、
新
し
い
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
時
に
、
そ
の
人
を
賞
賛
す
る
。
し

か
し
、
事
業
を
辞
め
た
り
す
る
と
、
「落

ち
目
に
な

っ
た
…
」
と
い
う

こ
と
で
、

賞
賛
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

著
者
は
、
事
業
撤
退
も
賞
賛
さ
れ
て

よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う

こ
と
が

多
々
あ
る
。
事
業
を
辞
め
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
事
業
主
、
家
族
、
従
業
員
は
生
き

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
を
第

一
と
考
え

る
撤
退
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

鳥
取
県
日
野
町
に
あ
る
下
備
後
屋
近

藤
家
は
、
そ
の
こ
と
を
や
り
遂
げ
て
い

る
。
経
営
の
善
し
悪
し
は
、
そ
の
経
営

環
境
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
こ
の
経

営
環
境
だ
け
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
場
合
に
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
近

藤
家
の
教
訓
が
教
え
て
く
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
テ
ク
ニ
ッ
ク

で
乗
り
切
る
の
は
、
限
界
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一Ｖ
▼

「たたら楽校」の展示場
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