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全
国
一
の
製
鉄
県
・
島
根

江
戸
時
代
の
後
半
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
、
中
国
地
方
は
日
本
最

大
の
生
産
量
を
誇
る
製
鉄
地
帯
で
し
た
。
明
治
一
○
年
代
に
は
、
全
国

で
生
産
さ
れ
る
鉄
の
九
割
以
上
を
中
国
地
方
で
生
産
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
島
根
県
は
全
国
一
の
生
産
量
を
誇
り
、
明
治
一
五
年
（
一

八
八
二
）
に
は
全
国
の
生
産
量
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
生
産
し
て

い
た
と
い
う
記
録
も
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
製
鉄
県
・
島
根
」
を
支
え
た
の
が
、「
た
た
ら
製
鉄
」
で
す
。

島
根
を
《
た
た
ら
王
国
》
に
し
た
砂
鉄
と
炭

島
根
県
内
で
た
た
ら
製
鉄
が
盛
ん
だ
っ
た
理
由
は
、
質
の
良
い

砂
鉄
さ
て
つ

と
豊
富
な
森
林
資
源
（
木
炭
）
に
あ
り
ま
す
。

中
国
山
地
は
砂
鉄
が
豊
富
に
採と

れ
る
地
域
で
す
が
、
特
に
山
陰

側
の
砂
鉄
に
は
、
鉄
の
品
質
を
落
と
す
不
純
物
が
も
と
も
と
少
な

く
、
質
の
良
い
鉄
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

ま
た
、
た
た
ら
製
鉄
で
は
木
炭
を
大
量
に
使
う
の
で
、
大
量
の
木

材
＝
広
い
山
林
が
必
要
で
す
。
島
根
県
に
は
、
日
本
で
も
指
折
り

の
広
大
な
山
林
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
木
炭
を
豊
富
に
供
給

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

「
た
た
ら
製
鉄
」と
は

た
た
ら
製
鉄
は
、
日
本
で
独
自
に
発
達
し
た
製
鉄
技
術
の
こ
と

で
す
。

た
た
ら
製
鉄
を
現
代
の
製
鉄
法
と
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
な

特
徴
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
た
ら
製
鉄

現
代
の
製
鉄

原
料

砂
鉄

鉄
鉱
石

燃
料

木
炭

石
炭

製
鉄
炉
粘
土
で
造
る

火
に
強
い
レ
ン
ガ

な
ど
で
造
る

炉

操
業
が
終
る
た
び
に
壊
す

半
永
久
的
に
使
う

日
本
の
製
鉄
技
術
は
、
古
墳
こ
ふ
ん

時
代
に
中
国
大
陸
あ
る
い
は
朝
鮮

半
島
か
ら
伝
え
ら
れ
た
製
鉄
法
に
、
日
本
独
自
の
改
良
が
加
え
ら

れ
て
発
達
し
て
い
き
ま
し
た
。
改
良
を
重
ね
た
結
果
、
江
戸
時
代

後
半
に
生
ま
れ
た
「
高
殿
た
か
ど
の

た
た
ら
」
を
も
っ
て
、
た
た
ら
製
鉄
法

が
完
成
し
ま
す
。

高
殿
た
た
ら
は
、「
高
殿
」
と
い
う
大
き
な
建
物
を
建
て
、
そ
の

中
に
炉ろ

を
作
る
こ
と
で
、
天
候
に
左
右
さ
れ
ず
に
操
業

そ
う
ぎ
ょ
う
で
き
る
よ

う
に
し
た
も
の
で
す
。
同
じ
場
所
で
長
い
あ
い
だ
繰
り
返
し
製
鉄

で
き
る
こ
と
か
ら
、「
永
代
え
い
だ
い

た
た
ら
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
後
た
た
ら
製
鉄
は
盛
ん
に
行
わ
れ
、
明
治
時
代
の
初
め
ご
ろ
生

産
量
は
ピ
ー
ク
に
達
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

三
日
三
晩
続
く
高
殿
た
た
ら
の
操
業
を
取
り
仕
切
る
の
が
、

「
村
下
む
ら
げ

」
と
呼
ば
れ
る
技
術
者
で
す
。
炉
に
使
う
土
の
選
択
、
ふ

い
ご
で
送
り
込
む
風
の
量
、
砂
鉄
や
木
炭
を
入
れ
る
量
や
タ
イ
ミ

ン
グ
な
ど
、
た
た
ら
操
業
の
す
べ
て
が
村
下
の
経
験
と
カ
ン
に
基も
と

づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

た
た
ら
製
鉄
で
作
ら
れ
た
鉄
の
う
ち
、
も
っ
と
も
品
質
の
良
い

部
分
は
「
玉
鋼

た
ま
は
が
ね
」
と
言
い
ま
す
が
、
こ
の
玉
鋼
は
今
で
も
日
本
刀

を
作
る
と
き
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
日
本
刀
に
も
っ
と
も
適
し
て
い

る
と
さ
れ
る
玉
鋼
は
、
現
在
の
高
炉
こ
う
ろ

を
用
い
た
製
鉄
法
で
は
作
れ

な
い
、
た
た
ら
製
鉄
な
ら
で
は
の
鉄
素
材
で
す
。

（財）日本美術刀剣保存協会「日刀保
にっとうほ

たたら」（横田町大呂）
日本で唯一、現在でも操業しているたたら。長いあいだ途絶えていた製鉄の技を１９７
７年に復活させ、それ以来、毎年冬に数回の操業を行い、日本刀の材料となる玉鋼

たまはがね

を作
り続けている。全国の刀匠

とうしょう

に玉鋼を供給する全国でただ１つの施設である。

全国生産高に占める島根県の比率

明治10年代には、島根県が全国の鉄の半分以上を生産していた年

が明治12年、13年、15年、18年の４年もある。

いちばん多い明治15年（1882）では52.4％、もっとも少ない明

治17年（1884）でも、全国の約1/3（3760t）を生産している。

ずば抜けて多かった島根県の鉄生産量

島根県　6368t（52.4%）�

鳥取県　2729t（22.4%）�

岩手県  　1049t（8.6%）�

岡山県　    958t（7.9%）�

広島県  　  856t（7.0%）�

その他    　204t（1.7%）�

国内の鉄総生産量�
12,164t

現
代
の
製
鉄

た
た
ら
製
鉄

鉄鉱石

銑
せん

鉄
てつ

炭素　　不純物 不純物　石炭（コークス）

約1,500度

約1,300度

鋼
はがね

砂
鉄
か
ら
ハ
ガ
ネ
へ
〜
こ
れ
が
た
た
ら
製
鉄
だ
〜

ハ
ガ
ネ
の
最
高
級
品
「
玉
鋼
」
を

選
び
出
す

を
細
か
く
砕
き
、
玉
鋼
を
取
り
出
す
。

大
量
の
砂
鉄
を
も
と
に
し
て
得
ら
れ
る
玉

鋼
の
量
は
極
め
て
わ
ず
か
だ
。

鉄
を
取
り
出
す
「

出
し
」

た
た
ら
の
操
業
が
終
っ
た
ら
、
炉
を
壊
し

て
玉
鋼
を
含
む
鉄
の
塊
「

」
を
取
り
出

す
。
長
さ
約
三
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
約
五
○

セ
ン
チ
、
重
さ
は
約
三
ト
ン
あ
る
。

三
日
三
晩
続
く
た
た
ら
の
操
業

た
た
ら
の
操
業
は
三
日
三
晩
続
く
。
そ
の
間
村
下

む
ら
げ

は
高
殿
に
泊
ま
り
込
み
、
不
眠
不
休
で

働
く
。

炉
づ
く
り

炉
の
形
や
空
気
を
送
り
込
む
孔あ

な

の
位
置
は
、
村
下

む
ら
げ

が
決
め

る
。
良
い
鉄
を
作
る
た
め
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ

る
。

「
鉄
穴
か
ん
な

流
し
」
に
よ
る
砂
鉄
採
取

山
を
切
り
崩
し
て
土
砂
を
溝
に
流
す
と
、
比
重
の
重
い
砂

鉄
は
底
に
残
る
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
、
砂
鉄
だ
け
を
採
取

す
る
。

た
た
ら
用
の
炭
焼
き

た
た
ら
製
鉄
に
は
強
い
火
力
が
必
要
な
た
め
、
た
た
ら
用
の

炭
は
半
分
生
焼
け
に
仕
上
げ
る
。
一
度
の
炭
焼
き
で
約
五

〇
〇
〜
七
〇
〇
キ
ロ
が
で
き
る
。

木炭 砂鉄鉄の塊
かたまり

〔明治15年（1882）〕

現
代
に
生
き
る
高
度
な
技

た
た
ら
製
鉄
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