
た
た
ら
製
鉄
遺
跡
ミ
ニ
パ
ー
ク
が
完
成

　
10
月
７
日
（
月
）
に
、
あ
わ
ら
市
指
定
文
化
財
「
細
呂
木
製
鉄
遺
跡
」
の

保
存
施
設
と
ミ
ニ
パ
ー
ク
の
完
成
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
式
典
は
、
地

元
有
志
か
ら
な
る
「
た
た
ら
製
鉄
遺
跡
保
存
会
」
が
企
画
し
、
地
権
者
の
打

本
幸
雄
福
井
鋲
螺
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
Ｃ
Ｅ
Ｏ
や
佐
々
木
市
長
ら
を

招
い
て
実
施
。
同
保
存
会
の
藤
川
龍
七
会
長
が
「
細
呂
木
地
区
の
歴
史
的
な

遺
産
を
伝
承
し
な
が
ら
、
観
光
拠
点
の
一
つ
と
し
て
活
用
し
、
地
域
間
の
交

流
を
進
め
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
さ
つ
し
、テ
ー
プ
カ
ッ
ト
を
行
い
ま
し
た
。

　
式
典
後
に
は
、
完
成
披
露
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
地
元
の
細
呂
木
小
学
校
５

年
生
が
、
製
鉄
実
習
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
同
じ
く
地
元
の
細
呂
木
こ
ど
も

園
の
園
児
も
見
守
る
中
、
児
童
た
ち
は
、
た
た
ら
製
鉄
遺
跡
保
存
会
の
メ
ン

バ
ー
と
一
緒
に
、
燃
え
盛
る
炉ろ

に
砂
鉄
と
木
炭
を
投
入
。
こ
れ
を
繰
り
返
す

こ
と
で
炉
の
中
で
作
ら
れ
た
鉄
の
固
ま
り
が
取
り
出
さ
れ
る
と
、
見
学
し
て

い
た
人
た
ち
か
ら
、
感
嘆
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

た
た
ら
製
鉄
保
存
会
と
は

　
「
た
た
ら
製
鉄
保
存
会
」
は
、
平
成
29
年
４
月
に
地
元
有
志
ら
で
協
議
を

開
始
し
、
同
年
11
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
加
越
た
た
ら
研
究
会
や
福
井
鋲
螺
株
式

会
社
な
ど
を
招
い
て
正
式
に
発
足
。
以
後
、
た
た
ら
製
鉄
遺
跡
の
価
値
の
保

存
や
活
用
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
平
成
30
年
１
月
12
日
に
、

「
細
呂
木
製
鉄
遺
跡
」
と
い
う
名
称
で
あ
わ
ら
市
指
定
文
化
財
（
史
跡
）
の

指
定
を
受
け
る
と
、
市
の
補
助
事
業
と
し
て
、
崖
の
崩
壊
を
防
ぐ
遺
跡
下
部

の
土
盛
り
や
風
雨
を
防
ぐ
上
屋
の
建
設
な
ど
の
保
存
工
事
を
実
施
。
近
隣
で

実
際
に
発
掘
さ
れ
た
縦
型
製
鉄
炉
の
原
寸
大
の
レ
プ
リ
カ
や
、
子
ど
も
た
ち

が
製
鉄
実
習
を
体
験
す
る
た
め
の
説
明
看
板
も
設
置
し
ま
し
た
。

完
成
ま
で
の
道
の
り

　
細
呂
木
製
鉄
遺
跡
は
、
昭
和
45
年
に
実
施
さ

れ
た
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
６
カ
所
の
遺
構
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
成
10
年
の
確
認

調
査
で
は
、
北
側
２
カ
所
の
遺
構
は
確
認
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
残
り
４
カ
所
の
遺
構
は
、
調

査
時
に
清
掃
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

後
は
風
雨
に
よ
る
浸
食
が
進
み
、
早
急
な
保
存

措
置
が
必
要
な
状
況
で
し
た
。

　
地
域
に
残
さ
れ
た
大
切
な
遺
産
を
何
と
か
後

世
に
伝
え
た
い
と
、
現
状
を
憂
慮
し
て
い
た
有

志
ら
と
平
成
29
年
４
月
に
協
議
を
始
め
、
市
民

に
分
か
り
や
す
く
親
し
み
や
す
い
ミ
ニ
パ
ー
ク

と
し
て
保
存
、
整
備
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

ま
た
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
細
呂
木

地
区
の
歴
史
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
実
際
の

遺
跡
の
前
で
製
鉄
実
習
を
行
い
た
い
と
考
え
ま

し
た
。
そ
こ
か
ら
、
木
々
の
伐
採
と
い
っ
た
清

掃
作
業
に
は
じ
ま
り
、
遺
跡
の
確
認
作
業
や
保

存
工
事
、
広
場
の
造
成
工
事
、
レ
プ
リ
カ
製
作

な
ど
を
、
関
係
団
体
の
協
力
や
有
志
た
ち
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
完
成
ま
で
に
は
大
き
な
障
害
が
い
く
つ
も
あ

り
、
何
度
も
完
成
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
都
度
関
係
者
の
協
力
に
よ
り
、
何
と
か
乗
り

切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
や
は
り
、
地
域
の

人
た
ち
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
熱
い
思
い

が
、
完
成
に
こ
ぎ
着
け
る
原
動
力
に
な
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
が
本
番

　
細
呂
木
製
鉄
遺
跡
ミ
ニ
パ
ー
ク
の
完
成
は
、

大
変
感
慨
深
い
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
は

や
っ
と
出
発
地
点
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
と
感

じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
年
２
回
の
ペ
ー
ス

で
、
市
内
の
小
学
生
を
対
象
に
製
鉄
実
習
を
実

施
し
て
い
き
ま
す
。
実
習
を
通
し
て
、
子
ど
も

た
ち
に
細
呂
木
地
区
の
歴
史
を
知
っ
て
も
ら

い
、次
世
代
に
伝
え
て
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
ま
た
、
人
を
呼
び
込
め
る
観
光
拠
点
の
一
つ

と
し
て
、
ほ
か
の
地
区
と
の
連
携
も
視
野
に
入

れ
な
が
ら
、
地
域
振
興
を
進
め
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
細
呂
木
地
区
は
、
こ
ん
な
に

温
か
く
楽
し
い
場
所
だ
と
皆
さ
ん
に
思
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

たたら製鉄遺跡保存会事務局長

竹
たけ

内
うち

　輔
すけ

常
つね

 さん

た
た
ら
製
鉄
で
ま
ち
お
こ
し

あ
わ
ら
市
指
定
文
化
財
（
史
跡
） 

細
呂
木
製
鉄
遺
跡 

（
平
成
30
年
１
月
12
日
指
定
）

　
古
代
に
お
い
て
鉄
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
、
鉄
製
品
は
権
力
の
象
徴
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
鉄
を
生
産
す
る
に
は
高
度
な
技
術
が
必
要
で
、
越
前
国
の
中
で
は
、

あ
わ
ら
市
域
で
だ
け
古
代
製
鉄
遺
跡
が
複
数
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
細
呂
木

製
鉄
遺
跡
は
、
唯
一
遺
構
（
現
存
4
基
）
が
確
認
で
き
る
大
変
貴
重
な
遺
跡
で
す
。
古
い

も
の
は
９
世
紀
ご
ろ
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、「
金
津
」と
い
う
地
名
は
、「
金
」は
鉄
を
、「
津
」は
河
港
を
表
す
と
い
わ
れ
て
お
り
、

細
呂
木
地
区
で
生
産
さ
れ
た
鉄
製
品
が
、
河
川
を
利
用
し
て
搬
出
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
こ
と
が
由
来
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

① 製鉄実習を見学する人たち、② 完成式典テープカット、③ 縦型製鉄炉の原寸大レプリカ、④ 細呂木製鉄遺跡

①

④ ③ ②

関
係
者
に
聞
き
ま
し
た

　
た
た
ら
製
鉄
遺
跡
ミ
ニ
パ
ー
ク
の
完
成
に
尽
力
さ
れ
た
保
存
会
事
務
局
長
の
竹
内
さ
ん
に
、

完
成
ま
で
の
道
の
り
や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

小
さ
い
炉
の
模
型
を
使
い
、
送
風
機
で
空
気
を
送
り
燃
焼
温
度
を

上
げ
、
砂
鉄
と
木
炭
か
ら
鉄
を
作
り
ま
す
。

① 

砂
鉄
を
入
れ
る
前
に
炉
の
中
で
炭
を
燃
や
し
、
炉
内
の
温
度

を
上
げ
ま
す
。

② 

炉
内
の
温
度
が
上
が
っ
た
ら
、
空
気
を
送
り
込
み
な
が
ら
、

砂
鉄
（
２
０
０
ｇ
）
と
木
炭
（
３
０
０
ｇ
）
を
交
互
に
入

れ
る
と
、
砂
鉄
は
炉
の
中
で
鉄
に
変
わ
り
ま
す
。
入
れ
た

砂
鉄
と
木
炭
が
減
っ
た
ら
、
同
じ
量
の
砂
鉄
と
木
炭
を
追

加
し
、
こ
れ
を
繰
り
返
し
ま
す
。

③ 

１
時
間
ほ
ど
繰
り
返
す
と
、炉
の
底
に
鉄
と
ノ
ロ（
鉄
の
カ
ス
）

が
た
ま
り
ま
す
。
時
々
ノ
ロ
を
流
し
出
し
、
鉄
が
大
き
く
な

る
の
を
待
ち
ま
す
。

④ 

鉄
が
大
き
く
な
っ
た
こ
ろ
に
、
空
気
を
送
る
の
を
や
め
、
上

の
炉
か
ら
順
番
に
外
し
、
最
後
に
下
の
炉
を
倒
し
て
鉄
を
取

り
出
し
、
水
の
中
に
入
れ
て
冷
や
し
ま
す
。

⑤ 

で
き
た
鉄
の
固
ま
り
は
、
ケ
ラ
（
鉧
）
と
い
い
ま
す
。
一
緒

に
で
き
た
小
さ
な
鉄
の
粒
も
金
づ
ち
で
叩
い
て
、
鉄
と
ノ
ロ

に
磁
石
で
分
け
ま
す
。

細
呂
木
製
鉄
遺
跡
説
明
看
板
「
古
代
製
鉄
を
体
験
し
よ
う
」
よ
り

鉄
の
作
り
方

細呂木
製鉄遺跡

細呂木
公民館

細呂木ふれあい
センター
らく～ざ JR 細呂木駅

細呂木製鉄遺跡の場所

場所に関する問合せ
たたら製鉄遺跡保存会事務局

（細呂木公民館内）☎ 73-2151

ノロケラ
④ ①②

③
⑤

炉の模型も
手作り
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たたら製鉄でまちおこしを


