
今回の旅人：西村実
み り

梨、西村沙
さ り

梨（日野高校 1年）

みりサリ
が行く！
日野町
新スポめぐり

奥
日
野
た
た
ら
の
里
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

た
た
ら
製
鉄
の
歴
史
を

追
体
験
せ
よ！

奥日野繁栄の秘密は、
「たたら」にあり！？

みり

サリ

か
つ
て
、
日
野
町
を
含
む
奥
日
野
地
域
は

「
た
た
ら
製
鉄
」
で
栄
え
た
鉄
の
一
大
産
地
で
し
た
。

今
は
、
木
々
に
囲
ま
れ
た
遺
跡
が

当
時
の
面
影
を
わ
ず
か
に
残
す
ば
か
り
。

そ
ん
な
中
、
町
内
に
残
る
大
規
模
な

た
た
ら
場
「
都
合
山
た
た
ら
遺
跡
」
で
、

当
時
の
様
子
が
〝
よ
み
が
え
る
〟
と
い
う
情
報
を

聞
き
つ
け
た
双
子
の
「
み
り
サ
リ
」
コ
ン
ビ
。

早
速
現
地
で
緊
急
取
材
！

そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
と
は
…
。
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日
野
町
を
含
む
奥
日
野
地
域
は
、
古

来
た
た
ら
製
鉄
が
盛
ん
で
、
古
事
記
の

「
ス
サ
ノ
オ
と
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
伝
説
」

を
は
じ
め
、「
た
た
ら
製
鉄
」
に
ま
つ
わ

る
伝
承
や
地
名
な
ど
、
そ
の
名
残
が
そ

こ
か
し
こ
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
た
ら
製
鉄
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、

山
か
ら
採
取
し
た
砂
鉄
を
、
木
炭
と
共

に
炉
の
中
で
長
時
間
熱
し
て
鉄
を
作
り

出
す
、
日
本
伝
統
の
製
鉄
法
の
こ
と
で

す
。
奥
日
野
地
域
は
砂
鉄
を
多
く
含
む

花
崗
岩
質
の
山
が
多
い
た
め
、
江
戸
時

代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、
多
く
の

「
た
た
ら
場
」
が
地
域
の
鉄
山
師
に
よ
っ

て
経
営
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

日
野
町
で
有
名
な
鉄
山
師
と
い
え
ば
、

江
戸
中
期
か
ら
奥
日
野
で
数
多
く
の
た

た
ら
を
経
営
し
て
い
た
近
藤
家
が
そ
の

筆
頭
で
し
ょ
う
。
大
阪
に
鉄
の
直
営
店

を
開
い
た
り
、
製
鉄
技
術
の
向
上
の
た

め
、鉄
職
人
の
異
動
交
流
や
「
村む

ら
げ下
会
議
」

を
行
う
な
ど
、
合
理
的
経
営
に
徹
し
て

生
産
量
を
伸
ば
し
、
日
本
の
近
代
化
を

支
え
ま
し
た
。

　

ま
た
、
近
藤
家
は
、
大
正
時
代
に

は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
ピ
ア
ノ
や
理
科

標
本
を
小
学
校
に
寄
贈
し
た
ほ
か
、

１
９
４
０
（
昭
和
15
）
年
に
は
７
代
当

主
・
寿
一
郎
が
根
雨
公
会
堂
を
私
費
で

建
造
し
当
時
の
根
雨
町
に
寄
贈
す
る
な

ど
、
地
域
の
文
化
・
教
育
の
発
展
に
大

き
く
し
寄
与
し
た
篤
志
家
と
し
て
の
一

面
も
あ
り
ま
し
た
。
根
雨
公
会
堂
は
現

在
、
日
野
町
歴
史
民
俗
資
料
館
（
国
登

録
有
形
文
化
財
）
と
し
て
、
根
雨
の
ま

ち
を
見
下
ろ
す
高
台
で
、
在
り
し
日
の

姿
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

た
た
ら
製
鉄
で
栄
え
た

奥
日
野
の
歴
史

そ
も
そ
も
「
た
た
ら
」
って
？

た
た
ら
と
地
域
の
か
か
わ
り
を

知
って
お
こ
う

大鉄山師・近藤家住宅。往時の繁栄をしのばせる

たたらといえ
ば刀！
刀の原料にな
るものも作って
たのかな？

ど
ん
な
と
こ
ろ
で
鉄
を
作
っ
て
た
の
？

操
業
当
時
の
記
録
が
残
る
「
都
合
山
た
た
ら
」

　

そ
ん
な
近
藤
家
が
経
営
し
て
い
た
た

た
ら
場
の
う
ち
の
一
つ
が
、
中
菅
に

あ
る
「
都
合
山
た
た
ら
」
で
す
。
こ

こ
は
、
１
８
８
９
（
明
治
22
）
年
か
ら

１
８
９
９
（
明
治
32
）
年
に
か
け
て
操

業
さ
れ
て
い
た
大
規
模
な
た
た
ら
場
。

１
８
９
８
（
明
治
31
）
年
、
東
京
帝
国

大
学
の
俵
国
一
博
士
に
よ
っ
て
詳
細
な

調
査
が
行
わ
れ
、
製
鉄
炉
の
あ
る
高
殿

を
は
じ
め
、
大
鍛
冶
場
な
ど
の
図
面
や

操
業
時
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
有
名
で
す
。

　

現
在
、
建
屋
は
失
わ
れ
て
い
る
も
の

の
、
製
鉄
施
設
の
跡
が
ほ
ぼ
残
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
保
存
状
態
の
良
さ
で
は
日

本
屈
指
の
た
た
ら
遺
跡
で
す
。
２
０
０
８

（
平
成
20
）
年
に
は
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

俵
博
士
の
記
録
が
検
証
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
記
録
に
は
な
い
製
鉄
炉
の
地
下
構

造
な
ど
も
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
学

術
的
に
も
非
常
に
貴
重
な
遺
跡
と
い
え

ま
す
。

私は、たたら製鉄の神「金
か な や ご し ん

屋子神」。
ここからは私が案内しますね♪
都合山たたらへは、かつて鉄を運んだ
「たたら街道」を歩いていくのよ。

きゃー、かわいい～！
金屋子神って言いに
くいから「萌え美ちゃ
ん」って呼ぼ♪

すごく楽しみ！
萌え美ちゃんといざ、
都合山たたらへ！

悠久の時を感じさせる街道の先に
そのたたら場は存在する


