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第 19 回

『江戸時代以前のたたら製鉄』

町史編 だん よさ り

　

伯ほ
う
き
の
く
に

耆
国
た
た
ら
顕
彰
会
の

調
査
に
よ
れ
ば
、
日
野
町
に

は
百
ヶ
所
あ
ま
り
の
た
た
ら

製
鉄
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
う
ち
江
戸
時
代
以
前
の
た

た
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
野
だ
た

ら
」
は
六
割
を
超
え
て
い
ま

す
。「
野
だ
た
ら
」
は
、
小
規

模
で
あ
り
未
発
見
の
遺
跡
も

ま
だ
相
当
あ
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
の
で
、
実
数
は
も
っ
と

多
い
は
ず
で
す
。
久
住
の
川

西
・
二
部
谷
た
た
ら
は
、「
野

だ
た
ら
」が
開
墾
な
ど
に
よ
っ

て
改
変
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

廃
棄
さ
れ
た
当
時
の
ま
ま
の

状
態
で
残
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
町
史
編
さ
ん
事
業
の
資

料
と
す
る
た
め
、
測
量
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
た
た
ら
は
、

中
菅
の
都
合
山
た
た
ら
な

ど
、
川
に
面
し
た
広
い
平
坦

面
に
設
け
ら
れ
る
場
合
が
多

い
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、

そ
れ
以
前
の
た
た
ら
は
、
丘

陵
を
削
っ
て
斜
面
を
埋
め
て

造
っ
た
小
さ
な
平
坦
面
に
営

ま
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

川
西
・
二
部
谷
た
た
ら
も
、

急
峻
な
斜
面
を
削
り
、
そ
の

土
で
造
成
し
た
平
坦
面
で
製

鉄
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
坦

面
の
広
さ
は
、
現
状
で
長
さ

20
㍍
・
幅
13
㍍
ほ
ど
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
操
業
の
際
に

排
出
さ
れ
た
鉄
滓さ

い

で
斜
面
が

埋
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
、
本
来
は
製
鉄
炉
が
設

置
で
き
る
程
度
の
広
さ
で

あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

の
よ
う
な
た
た
ら
を
「
野
だ

た
ら
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い

の
で
す
が
、
文
字
通
り
露
天

で
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
の

か
ど
う
か
は
検
討
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

製
鉄
炉
は
、
丘
陵
斜
面
に

長
辺
が
平
行
す
る
よ
う
に
置

か
れ
ま
す
。
鎌
倉
～
室
町
時

代
頃
の
製
鉄
炉
は
、
長
さ

２
０
０
～
２
５
０
㌢
・
幅
40

～
70
㌢
ほ
ど
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
の

で
、
同
様
な
製
鉄
炉
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
製
鉄
作
業
で

は
、
銑せ

ん
て
つ鉄
の
ほ
か
鋼は

が
ね

や
鉧け

ら

も

作
ら
れ
ま
し
た
。
操
業
中
に

排
出
さ
れ
る
鉄
滓
は
、
谷
側

の
斜
面
に
捨
て
ら
れ
ま
し
た

が
、
製
鉄
炉
の
両
小
口
に
対

応
す
る
よ
う
に
鉄
滓
の
小
山

が
二
ヶ
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

川
西
・
二
部
谷
た
た
ら
は
、

そ
の
状
況
か
ら
鎌
倉
～
室
町

時
代
頃
に
営
ま
れ
た
製
鉄
遺

跡
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
保
存

状
態
が
非
常
に
良
く
、
江
戸

時
代
以
前
、
た
た
ら
製
鉄
が

日
野
町
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
示

す
好
例
と
い
え
ま
す
。

鎌
倉
～
室
町
時
代
ご
ろ
の

製
鉄
遺
跡
と
推
定

開
墾
さ
れ
ず
当
時
の
姿
を

残
し
た
貴
重
な
も
の

～久住　川西・二部谷たたらの測量調査から～

たたらで栄えた日野郡。その歴史は古代にさかのぼりますが、江戸時代以前のことは詳しくわかっていま
せん。今回は、町史編さん事業に伴って、9月 9・10 日に測量調査を行った久住地区の中世「野だたら」
を紹介します。
文：歴史・民俗・文化小委員会執筆委員　角田徳幸（古代出雲歴史博物館）
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▲川西・二部谷たたら測量図

▲鉄滓
さい
の捨て場

▲伯耆町教育委員会の協力で測量を実施

日野町史編さん室（ TEL ７２－０３４１）
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「
目
が
見
え
な
い
」
と
は
？

〝
心
の
ゆ
と
り
〟
を
持
っ
た

接
し
方
が
大
切

　

10
月
6
日
、
町
文
化
セ
ン

タ
ー
で
人
権
啓
発
講
演
会
お
よ

び
第
42
回
日
野
町
人
権
・
同
和

教
育
研
究
集
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。
同
講
演
会
で
は
、
岡
山
ラ

イ
ト
ハ
ウ
ス
理
事
長
の
竹
内
昌

彦
さ
ん
が
、「
私
の
歩
ん
だ
道

～
見
え
な
い
か
ら
見
え
た
も
の

～
」
と
題
し
、
講
演
を
行
い
ま

し
た
。

　

竹
内
さ
ん
は
、
幼
少
期
に
全

盲
と
な
り
、
い
じ
め
や
障
が

い
者
差
別
、
そ
し
て
最
愛
の
息

子
と
の
別
れ
な
ど
を
経
験
。
そ

ん
な
波
乱
の
人
生
を
歩
む
中
で

出
会
っ
た
自
分
を
見
守
っ
て
く

れ
た
家
族
や
周
り
の
人
へ
の
思

い
。
そ
し
て
ど
ん
な
時
も
前
向

き
に
歩
み
続
け
る
こ
と
の
大
切

さ
を
紹
介
し
ま
し
た
。

　

講
演
が
始
ま
る
と
、「
目
が

見
え
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
分
か
り
ま
す
か
と
会
場
を

見
渡
し
た
竹
内
さ
ん
。「
誤
解

さ
れ
が
ち
だ
が
、
目
が
見
え
な

く
て
も
食
事
や
外
出
な
ど
普
通

の
生
活
は
で
き
る
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
初
め
て
行
く
場
所
な

ど
で
は
慣
れ
る
ま
で
時
間
が
か

か
る
。
そ
こ
を
一
番
分
か
っ
て

ほ
し
い
」「
障
が
い
者
や
高
齢

者
と
付
き
合
う
時
は
イ
ラ
イ
ラ

せ
ず
、
ゆ
っ
く
り
見
守
っ
て
い

ら
れ
る〝
心
の
ゆ
と
り
〟を
持
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
か
け
ま

し
た
。

　

ま
た
、
目
が
不
自
由
な
竹
内

さ
ん
の
日
常
を
支
え
る
道
具
と

し
て
、
音
声
ガ
イ
ド
付
き
の
時

計
や
電
卓
な
ど
を
紹
介
。
以
前

に
は
な
か
っ
た
社
会
の
や
さ
し

さ
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た

そ
う
で
す
。

　

一
方
で
、「
点
字
ブ
ロ
ッ
ク

の
上
に
自
転
車
な
ど
障
害
物
を

置
か
な
い
で
ほ
し
い
」「
目
が

不
自
由
な
人
と
話
す
と
き
は
、

声
を
出
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
、

普
段
目
が
見
え
る
生
活
を
送
っ

て
い
る
私
た
ち
が
見
落
と
し
が

ち
な
点
も
指
摘
。
実
際
に
来
場

者
と
一
緒
に
、
目
が
不
自
由
な

人
を
誘
導
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト

な
ど
も
紹
介
し
ま
し
た
。
竹
内

さ
ん
は
「
子
ど
も
や
高
齢
者
な

ど
弱
い
立
場
の
人
と
歩
く
時

は
、
右
側
通
行
を
意
識
し
て
ほ

歩
み
続
け
る
こ
と
。

そ
れ
は
、
生
き
る
こ
と
。

【人権啓発講演会】
演題：「私の歩んだ道～見えないから見えたもの～」
講師：竹内昌彦さん（岡山ライトハウス理事長）

人権啓発講演会および
第42回日野町人権・同和教育研究集会

日野町人権・同和教育推進協議会　広報紙
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theme1
人
権
尊
重
の
心
を
は
ぐ
く
む
。

〝
人
権
啓
発
講
演
会
”
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