
釡
石
の
歴
史
よ
も
や
ま
話 

3
釡
石
の
鉄
学
編 

⑵

近
代
化
以
前
の
製
鉄 

②

　
応お

う

仁に
ん

元
（
１
４
６
７
）
年
に
始
ま
っ
た
応

仁
・
文
明
の
乱
以
来
、
戦
国
時
代
と
な
っ

て
い
た
日
本
で
は
、
天て

ん

文ぶ
ん

12
（
１
５
４
３
）

年
に
鉄
砲
が
伝
来
（
一
説
に
１
５
４
２
年
）、

天
文
18
（
１
５
４
９
）
年
に
は
キ
リ
ス
ト
教

が
伝
来
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
（
い
わ
ゆ
る

南
蛮
文
化
）
が
流
入
し
始
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
製
鉄
技
術
も
入
っ
て
き
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
、
戦
国
時
代
に
は
刀
の
需
要

が
急
速
に
増
え
、
さ
ら
に
江
戸
時
代
に
は

城
下
町
や
大
都
市
の
形
成
、
新
田
開
発

に
伴
っ
て
、
工
具
や
農
具
な
ど
に
必
要
な

鉄
の
需
要
が
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴

い
、
製
鉄
炉
の
大
型
化
、
炉
の
地
下
構
造

の
充
実
、
鉄
の
量
産
化
が
進
み
ま
し
た
。

ま
た
、
輸
送
・
流
通
機
能
も
改
善
さ
れ
、

鉄
生
産
地
は
中
国
山
地
に
集
約
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
輸
送
・
流
通
機
能
の
改
善

は
、
砂
鉄
や
木
炭
用
の
森
林
資
源
を
求
め

て
移
動
を
繰
り
返
す
「
野
た
た
ら
」
か
ら

「
高た

か
ど
の殿
」
と
呼
ば
れ
る
建
物
の
中
に
炉
を

固
定
し
た
「
永え

い

代だ
い

た
た
ら
」
へ
と
変
化
さ

せ
、
さ
ら
な
る
施
設
全
体
の
拡
大
や
そ
れ

に
伴
う
増
産
に
繋
が
り
ま
し
た
。

　
一
方
、
盛
岡
藩
で
も
中
国
地
方
の
技
術

を
取
り
入
れ
、
現
在
の
青
森
県
の
下
北
半

島
や
上
北
地
域
で
鉄
生
産
を
行
っ
て
き

ま
し
た
が
、
盛
岡
進
出
と
と
も
に
九
戸
地

域
に
そ
の
機
能
を
移
転
し
ま
し
た
。
し
か

し
、
寛か

ん

文ぶ
ん

4
（
１
６
６
４
）
年
に
八
戸
藩
が

創
設
し
た
た
め
、
そ
の
機
能
を
失
い
、
そ

の
後
、
下し

も

閉へ

伊い

地
域
で
製
鉄
を
行
い
ま
し

た
。
当
初
は
仙
台
藩
の
商
人
・
山や

ま

師し

に
よ

り
経
営
さ
れ
ま
し
た
が
18
世
紀
後
半
に
な

る
と
在
地
の
鉄て

つ

山ざ
ん

師し

が
商
人
の
出
資
で
行

う
形
に
変
化
し
ま
し
た
。
江
戸
時
代
を
通

し
て
仙
台
藩
、
盛
岡
藩
、
八
戸
藩
に
よ
る

製
鉄
は
現
在
の
岩
手
県
域
で
行
わ
れ
、
中

国
山
地
に
次
ぐ
生
産
量
を
誇
っ
て
い
ま
し

た
。

釡
石
の
近
世
の
製
鉄

　

釡
石
で
は
、
市
の
西
部
に
広
が
る
県
内

最
大
の
栗
橋
花か

崗こ
う

岩が
ん

体た
い

（
白
亜
紀
）
か
ら

産
出
す
る
砂
鉄
や
い
わ
ゆ
る
「
餅べ

い

鉄て
つ

」
と

呼
ば
れ
る
鉄
分
を
多
く
含
む
円え

ん

礫れ
き

が
多

く
散
布
す
る
こ
と
、
木
炭
を
得
る
た
め
の

森
林
資
源
が
豊
富
に
あ
っ
た
こ
と
を
背
景

に
、
盛
ん
に
製
鉄
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

栗
林
の
製
鉄
業

　

栗
林
に
お
け
る
鉄
山
の
経

営
は
寛
文
３（
１
６
６
３
）年

か
ら
正し

ょ
う

徳と
く

２（
１
７
１
２
）年

ま
で
の
49
年
間
、
桐き

り

善ぜ
ん

兵べ

衛え

（
吉
里
吉
里
善
兵
衛
こ
と
前

川
善
兵
衛
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
）
の
出
資
で
、
栗
林
鉄
山

や
剣つ

る
ぎ

観か
ん

音の
ん

下し
た

に
あ
る
上か

み

鉄

山
、
大
槌
鉄
山
で
行
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
場
所
は
不
明
で

す
が
、
こ
の
地
域
は
花
崗
岩

帯
で
は
な
い
の
で
、
鉄
鉱
石

（
磁
鉄
鉱
）
を
採
取
し
て
い

た
可
能
性
が
高
い
で
す
。
ま

た
、
栗
林
村
沢
田
で
は
鍛
冶

が
盛
ん
で
、
釣
針
や
針
金
を

生
産
し
宮
古
に
送
っ
て
い
ま

し
た
。

　

寛か
ん

政せ
い

７（
１
７
９
５
）年
の

文
書
に
は
９
軒
の
鍛
冶
屋（
※

１
）と
１
軒
の
烔ど

う

屋や（
※
２
）が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
栗
林
の
刀

工
神か

み

清き
よ

照て
る

の
脇
差
お
よ
び
槍
は
市
指
定
文

化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

和わ

山や
ま

七な
な

ケか

山ざ
ん

　

和
山
は
花
崗
岩
帯
と
な
っ
て
い
る
た
め

豊
富
な
砂
鉄
が
採
集
で
き
た
よ
う
で
、
正し

ょ
う

保ほ
う

年
間
（
１
６
４
４
–
１
６
４
７
）
か
ら
製

鉄
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
か
つ
て
、

大
槌
代
官
所
か
ら
小
鎚
そ
し
て
種た

ね

戸ど

坂さ
か

を

越
え
て
、
和
山
を
通
り
、
界さ

か
い

木ぎ

峠と
う
げを

越
え

遠
野
に
向
か
う
道
が
大
槌
街
道
（
和
山
街

道
）
と
し
て
こ
の
地
域
の
主
要
な
道
で
し

た
。
輸
送
・
流
通
に
適
し
た
場
所
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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たたら模型（鉄の歴史館蔵）
中央に直方体の炉があり、両脇には天秤フイゴが設置されています。中
国地方で発明され伝播しましたが、東北地方では古来からの箱フイゴを
改良・大型化し、使っていました。

たたら遺跡地図

脇差（銘　奥刕南部栗林住神清照）槍（銘　奥州南部神清照作）

※１　鍛冶屋　鉄から鉄製品を作る
※２　烔屋　　砂鉄や鉄鉱石から鉄を作る
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