
27 26

豊
か
な
資
源
に
恵
ま
れ
た
島
根
県
で
は
、
古
代
よ
り
「
鉄
」

「
玉
」
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
特
産
品
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
中
に
は
鉄
の
よ
う
に
、
一
時
期
は
全
国
の
生
産
量
の
大

半
を
占
め
る
も
の
さ
え
あ
っ
た
の
で
す
（
詳
し
く
は
一
巻
を

参
照
）。

こ
う
し
た
生
産
の
場
で
活
躍
し
た
、
い
に
し
え
の
匠
た
く
みた
ち

の
遺
産
は
、
県
下
の
あ
ち
こ
ち
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今

ま
で
そ
の
実
態
は
秘
密
の
ベ
ー
ル
に
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
し

た
。
し
か
し
、
近
年
行
わ
れ
た
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
匠
た

ち
の
姿
を
鮮
明
に
す
る
新
事
実
や
、
彼
ら
が
生
き
た
当
時
の

社
会
の
様
子
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
章
で
は
、
と
く
に
「
た
た
ら
」「
玉
作
工
房
」「
窯
跡
か
ま
あ
と

」

を
取
り
上
げ
、
匠
た
ち
の
残
し
た
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

姿を現した、たたら職人の「秘伝」（梅ケ谷尻
うめがたにじり

たたら跡：佐田町吉野）
農道工事に伴い発掘調査された江戸時代中ごろの高殿たたら跡で、田儀桜井家が経営していたもの
らしい。周辺にはまだ、数多くのたたらが眠っている。

江戸時代の高殿
たかどの

たたらの模型（島根県埋蔵文化財調査センター蔵）
「高殿たたら」は江戸時代に成立したもので、それまでの「野だたら」と違い建物の中に炉を築い
ている。高殿たたらは防湿用の大がかりな地下構造を持つなど、野だたらから飛躍的に進歩してい
る。発掘調査では、たたら職人ですらめったに見られない地下の「心臓部」の全貌を明らかにする。

「
た
た
ら
」
を
掘
る

…
炉ろ

の
下
に
眠
る
た
た
ら
職
人
の「
秘
伝
」
…

た
た
ら
は
鉄
を
作
る
た
び
に
炉
を
壊こ

わ

し
、
鉄
を
取
り
出
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
遺
跡
に
炉ろ

が
残
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
そ
の
地
下
に
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
施
設
が
眠
っ
て
い

る
の
で
す
。

深
さ
三
メ
ー
ト
ル
以
上
に
も
達
す
る
、
プ
ー
ル
状
の
巨
大
な
穴

の
中
の
複
雑
な
構
造
。
こ
れ
が
山
陰
の
江
戸
時
代
の
た
た
ら
特
有

の
施
設
、「
床
釣
と
こ
つ

り
」
で
す
。
発
掘
調
査
を
す
る
と
ま
ず
現
れ
る
の

が
、
か
ち
か
ち
に
焼
け
た
、
小
舟
こ
ぶ
ね

と
呼
ば
れ
る
二
本
の
ト
ン
ネ
ル
状

の
施
設
で
す
。
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
文
献
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
に

た
き
ぎ
を
入
れ
、
数
一
〇
日
に
わ
た
っ
て
燃
や
し
続
け
、
徹
底
的

に
湿
気
を
取
り
除
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
掘
り
進
む
と
、
粘
土
ね
ん
ど

や
砂
利
じ
ゃ
り

な
ど
が
幾
重
い
く
え

に
も
硬か
た

く
敷

き
詰つ

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
地
下
か
ら
し
み
出
る
湿
気
を
防
ぐ

た
め
の
も
の
で
す
。
よ
う
や
く
底
ま
で
達
す
る
と
、
今
度
は
石
を
並

べ
た
排
水
溝

は
い
す
い
こ
う

が
あ
り
ま
す
。

鉄
を
作
る
た
め
に
は
極
め
て
高
い
温
度
が
必
要
で
す
。
し
か
し
地

中
に
湿
気
が
あ
る
と
炉
の
中
の
温
度
が
上
が
り
ま
せ
ん
。
こ
の
構
造

は
、
湿
気
を
極
限
き
ょ
く
げ
んま
で
取
り
除
く
た
め
に
開
発
さ
れ
た
、
職
人
の
血

と
汗
の
結
晶
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
職
人
の
心
血
が
そ
そ
が
れ
た
「
床
釣
り
」
は
炉
と
違
い
、
一

度
作
る
と
半
永
久
的
に
作
り
替
え
る
必
要
が
な
い
た
め
、
当
時
の

職
人
で
も
め
っ
た
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
職
人
た
ち

は
「
床
釣
り
」
の
作
り
方
を
家
の
秘
伝
ひ
で
ん

と
し
、
口
伝
え
で
こ
の
技

術
を
伝
え
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

近
年
の
発
掘
調
査
は
、
当
時
の
職
人
で
さ
え
滅
多
め
っ
た

に
見
ら
れ
な
か

っ
た
、
た
た
ら
の
秘
伝
の
全
貌
ぜ
ん
ぼ
う

を
圧
倒
的
な
ス
ケ
ー
ル
で
わ
れ
わ
れ

の
目
の
前
に
再
現
し
て
く
れ
ま
す
。

た
た
ら
は
、
今
で
言
う
工
場
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
き
た
製
品
は

す
べ
て
出
荷
さ
れ
、
遺
跡
に
残
さ
れ
た
「
モ
ノ
」
は
、
産
業
廃
棄
は
い
き

物
と

も
言
う
べ
き
鉄
滓
て
っ
さ
い

（
鉄
を
作
る
と
き
に
出
る
カ
ス
）
ば
か
り
で
す
。
そ

の
量
は
、
江
戸
時
代
の
高
殿
た
か
ど
の

た
た
ら
に
な
る
と
ト
ラ
ッ
ク
数
台
分
に
も

な
る
た
め
、
た
た
ら
の
発
掘
は
、
鉄
滓
と
の
格
闘
で
あ
る
と
い
っ
て
も

過
言
か
ご
ん

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ひ
と
昔
前
ま
で
、
こ
の
鉄
滓
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
や
っ
か
い
も
の

扱
い
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
近
年
の
理
化
学
技
術
の
進
歩
に
よ

り
、
こ
の
鉄
滓
か
ら
ど
ん
な
種
類
の
鉄
を
作
っ
て
い
た
の
か
（
た
と
え

ば
刃
物
に
使
う
鋼
は
が
ね

を
作
っ
て
い
た
の
か
、
鋳
物

い
も
の

に
使
う
よ
う
な
硬
い
鉄

を
作
っ
て
い
た
の
か
）
ま
で
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
言
わ

ば
、
排
泄
物

は
い
せ
つ
ぶ
つ

か
ら
何
を
食
べ
て
い
た
の
か
が
わ
か
る
よ
う
な
も
の
で

す
。そ

の
結
果
、
今
ま
で
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
「
カ
ス
」
は
、
現
在
た

た
ら
の
謎
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
一
躍
脚
光

い
ち
や
く
き
ゃ
っ
こ
う

を
浴
び
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。

発
掘
こ
ぼ
れ
話

…
鉄
滓

て
っ
さ
い

…

たたらの変遷
へ ん せ ん

複雑かつ高度な近世たたらの「床釣
とこつ

り」の構造は、一朝一夕
いっちょういっせき

にできあ

がったものではありません。近年の発掘調査は、簡単な地下構造から複

雑な「床釣り」へと変化する古代からのたたら職人の苦闘
くとう

の歩みを私た

ちに教えてくれます。さらに「床釣り」の出雲と石見の技術の違いな

ど、たたら職人の「秘伝
ひでん

」をも、近年の調査は解明しつつあるのです

（詳しくは１巻を参照）。

板屋 III 遺跡（頓原町志津見）
「竪炉

たてろ

」と呼ばれる、東日本の技術を組む製
鉄炉。平安時代に東北地方から連れて来ら
れた人びとが、ここで鉄を作ったという説も
ある。志津見ダム建設工事に伴い調査。

門
かど

遺跡（頓原町志津見）
志津見ダム建設で見つかった、中世の製鉄
炉。炉の下に木炭を敷いた防湿施設がある。

檀原
だんばら

遺跡（佐田町上橋波）
「高殿たたら」を含む、江戸時代の山内

さんない

（た
たらを中心とした村）跡。志津見ダム建設
工事に伴い調査。

今佐屋山
いまさややま

遺跡（瑞穂町市木）
古墳時代後期ごろ（６世紀末～７世紀初め）
の、全国でも最古級の製鉄遺跡。まだ地下
構造がない「箱形炉

はこがたろ

」と呼ばれる炉で鉄を
作っていた。現在は、浜田道瑞穂インター
の地下に保存され、説明板が立っている。

タタラ山第１遺跡（瑞穂町市木）
炉の下に防湿用の炉壁を並べた地下構造が
見つかった、中世の製鉄炉。燃料を作った
炭窯も見つかった。県道市木井原線の脇に
説明板がある。

久谷
くたに

たたら跡（大田市三瓶町）
三瓶山ふもとの山あいで見つかった、江戸
時代の高殿たたら跡。石見地方で高殿たた
ら跡が発掘されるのは珍しい。

厚く推積した鉄滓（上）と炉から流れ出した状

態の鉄滓（左）
（上：今佐屋山遺跡、左：中ノ原遺跡・瑞穂町市木）
左の中ノ原遺跡では、鉄滓などの分析から硬い鉄（銑

せん

鉄
てつ

）を中心に作っていたことがわかった。

発
掘
さ
れ
た
、い
に
し
え
の
工
場

…
生
産
遺
跡
は
何
を
物
語
る
の
か
…
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