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古
く
か
ら
広
瀬
で
は
鉄
を
生
み
出

す
た
た
ら
場
が
多
く
営
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
鉄
の
用
途
は
主
に
二
つ
に
分

け
ら
れ
ま
す
。
鉄
を
熱
し
、
た
た
い

て
刀
剣
な
ど
を
つ
く
る
鍛
造
と
、
鉄

を
溶
か
し
砂
や
粘
土
な
ど
で
作
っ
た

型
に
入
れ
な
べ
な
ど
道
具
を
作
る
鋳

造
で
す
。
宇
波
は
鋳
物
の
一
大
生
産

地
と
し
て
名
を
は
せ
ま
し
た
。

　

宇
波
の
鋳
物
は
特
に
出
雲
地
方
で

普
及
し
、
武
具
や
民
具
な
ど
年
間

３
千
～
７
千
個
を
生
産
。
ま
た
、
銅

鐘
、
鰐
口
な
ど
の
仏
具
は
、
音
色
、

容
姿
と
も
に
優
れ
た
た
め
、
中
国
地

方
を
中
心
に
１
０
０
カ
所
以
上
へ
供

出
さ
れ
ま
し
た
。

　

鋳
物
の
歴
史
は
、
１
４
５
８
年
に

河
内
国
（
現
在
の
大
阪
府
）
か
ら
鋳

物
師
が
入
村
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。

戦
国
大
名
尼
子
氏
の
庇
護
を
受
け
、

生
産
性
の
高
い
武
具
や
農
具
を
生
産

し
、
尼
子
氏
隆
盛
の
一
役
を
担
い
ま

し
た
。
鋳
物
製
造
に
は
、
不
純
物
の

少
な
い
良
質
な
鉄
、
火
力
を
強
く
だ

す
た
め
の
白
炭
、
粘
り
が
あ
り
耐
久

性
の
強
い
粘
土
が
必
要
で
、
こ
れ
ら

す
べ
て
が
宇
波
近
辺
に
あ
り
、
上
質

な
鋳
物
を
生
産
し
続
け
ま
し
た
。

空
が
真
っ
赤
に

　

広
瀬
地
区
に
住
む
細
田
潔
司
さ
ん

の
実
家
は
、
昭
和
23
年
ま
で
宇
波
で

鋳
物
工
場
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

　
「
炉
に
火
を
つ
け
る
日
は
地
区
か

ら
手
伝
い
を
頼
み
、
総
出
で
行
い
ま

し
た
。
工
場
内
を
人
が
忙
し
く
行
き

交
い
、
朝
か
ら
祭
り
の
よ
う
に
に
ぎ

宇
波
の
鋳
物

古
来
、
市
内
各
地
で
営
ま
れ
て
き
た

「
た
た
た
ら
製
鉄
」
は
安
来
の
文
化
・
産
業
な
ど
に

大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
ま
す

日
本
遺
産
認
定
か
ら
一
年

市
内
各
地
に
残
る
た
た
ら
の
面
影
を

改
め
て
訪
ね
ま
し
た

五
百
年
続
い
た
伝
統
技
術

宇波で作られた
清水寺の九輪

た
た
ら

砂鉄を採取したかんな流し技術で造られた東比田地区の棚田。 の

記
憶
を
訪
ね
て

日
本
遺
産
認
定
か
ら
一
年
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や
か
で
し
た
。
操
業
が
始
ま
る
と
夜

遅
く
ま
で
鉄
を
熱
し
続
け
ま
す
。
夜

は
炎
が
雲
に
反
射
し
て
空
が
真
っ
赤

に
見
え
ま
し
た
。
こ
の
赤
雲
は
安
来

か
ら
も
見
え
、
次
の
日
に
そ
の
雲
を

見
た
商
人
が
鋳
物
の
買
い
付
け
に
来

て
い
ま
し
た
」

　

隆
盛
を
誇
っ
た
宇
波
の
鋳
物
業
で

し
た
が
、
品
質
の
よ
い
燃
料
が
手
に

入
ら
な
く
な
っ
た
の
を
機
に
、
細
田

さ
ん
の
工
場
が
廃
業
し
、
約
５
０
０

年
に
お
よ
ぶ
鋳
物
の
歴
史
に
幕
を
閉

じ
ま
し
た
。
宇
波
で
製
作
し
た
鋳
物

の
多
く
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
に

金
属
供
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
今
で

は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

市
内
で
は
清
水
寺
三
重
塔
の
九
輪
、

雲
樹
寺
の
銅
鐘
な
ど
が
そ
の
美
し
い

姿
を
今
も
誇
っ
て
い
ま
す
。

鉄
は
母
里
鉄
と
も
呼
ば
れ
、
全
国
の

市
場
で
高
く
取
引
さ
れ
、
大
き
な
利

益
を
上
げ
ま
す
。
取
引
は
幕
末
ま
で

続
き
、
藩
の
財
政
を
支
え
ま
し
た
。

　

安
来
の
町
で
鉄
問
屋
の
長
男
で

あ
っ
た
永
井
瓢ひ
ょ
う
さ
い
斎
が
描
い
た
鉄
問

屋
絵
図
に
は
、
製
鉄
が
盛
ん
だ
っ
た

広
瀬
の
倉
の
近
く
に
同
じ
規
模
の
母

里
倉
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

母
里
か
ら
多
く
の
鉄
が
運
ば
れ
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
伯
太

に
あ
る
当
時
の
街
道
に
は
今
で
も
六

地
蔵
や
石
碑
が
見
ら
れ
、
数
百
年
の

間
、
た
た
ら
を
載
せ
た
牛
馬
が
伯
耆

か
ら
母
里
そ
し
て
安
来
へ
と
頻
繁
に

往
来
し
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。

　

母
里
交
流
セ
ン
タ
ー
前
館
長
・
稲

田
郷
さ
ん
は
「
伯
太
は
、
近
隣
と
同

じ
く
良
質
な
砂
鉄
、
豊
富
な
樹
木
に

恵
ま
れ
、
古
く
か
ら
た
た
ら
を
営
ん

で
き
ま
し
た
。
炭
を
得
る
た
め
開
発

さ
れ
た
森
林
や
か
ん
な
流
し
の
跡

は
、
新
田
に
す
る
な
ど
、
人
々
の
生

活
を
豊
か
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
江

戸
時
代
の
交
易
の
中
で
多
く
の
人
々

が
交
流
し
、
文
化
が
育
ま
れ
、
今

の
伯
太
が
形
作
ら
れ
て
き
ま
し
た
」

と
、
伯
太
に
と
っ
て
た
た
ら
は
不
可

欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
話
し
ま
す
。

　

伯
太
も
、
た
た
ら
が
強
く
関
わ
っ

て
い
ま
す
。
赤
屋
や
井
尻
な
ど
に

は
、
古
代
か
ら
近
世
ま
で
小
規
模
な

た
た
ら
場
が
造
ら
れ
、
鉄
が
生
産
さ

れ
ま
し
た
。
赤
屋
村
史
に
よ
る
と
赤

屋
地
域
内
の
野
だ
た
ら
は
73
カ
所
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
母
里
藩
は
鉄
を
積
極

的
に
活
用
し
ま
す
。
母
里
藩
主
は
江

戸
定
住
が
幕
府
に
許
さ
れ
、
多
額
な

費
用
が
必
要
な
参
勤
交
代
こ
そ
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
江
戸
に
多
く
の

家
臣
を
養
っ
て
い
ま
し
た
。
年
々
、

江
戸
の
費
用
が
か
さ
み
、
三
代
目
松

平
直
員
公
の
時
代
か
ら
幕
末
ま
で
慢

性
的
に
困
窮
し
ま
す
。
そ
の
間
、
藩

の
財
政
を
支
え
た
の
が
鉄
で
し
た
。

伯
太
と
た
た
ら

藩
を
支
え
た
母
里
鉄

　

財
政
再
建
を
担
っ
た
藩
内

の
御
用
商
人
は
、
隣
接
す
る

伯
耆
国
の
鉄
に
目
を
つ
け

ま
す
。
商
人
は
、
印
賀
や

阿あ

び

れ
毘
縁
な
ど
伯
耆
国
の
有
名

産
地
か
ら
優
良
な
鉄
を
買
い

集
め
、
母
里
を
通
し
て
安
来

へ
運
び
、
北
前
船
な
ど
に
よ

り
大
坂
（
大
阪
府
）
や
越
後

（
新
潟
県
）、若
狭
（
福
井
県
）

な
ど
で
売
り
ま
し
た
。
こ
の

強
い
た
た
ら
と
の
つ
な
が
り

昭
和
58
年
、
宇
波
小
学
校
で
鋳
物
作
り

を
再
現
し
た
と
き
の
様
子
。

赤屋地区に残るかんな残丘。丘陵を削り生み出された風景です。鉄が往来した長江峠は登り下りの２路線構造。
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ハ
ガ
ネ
の
町
安
来

七
つ
下
が
れ
ば
安
来
馬
が
戻
る

　
　

馬
の
鈴
の
音　

足
拍
子

　

唄
は
安
来
節
の
一
節
で
、
山
間
の

た
た
ら
場
か
ら
安
来
へ
の
鉄
運
搬
の

様
子
を
唄
っ
た
も
の
で
す
。「
七
つ
」

と
い
う
の
は
午
後
４
時
頃
で
、
多
く

の
馬
が
頻
繁
に
行
き
来
し
た
こ
と
を

表
し
て
い
ま
す
。

　

安
来
は
古
く
か
ら
鉄
の
積
み
出
し

　

比
田
地
区
で
親
し
ま
れ
る
比
田
踊

り
は
、
中
世
か
ら
原
型
に
近
い
形
で

受
け
継
が
れ
て
い
る
踊
り
と
言
わ

れ
、
市
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
太
鼓
や
三
味
線
な
ど
の

鳴
り
物
が
な
く
、「
口く

ど
き説

」
と
い
わ

れ
る
唄
い
手
と
、
口
説
を
盛
り
立
て

る
声
の
「
囃は
や
し
て

子
手
」
の
み
が
、
音
頭

を
生
み
出
す
こ
と
。
そ
し
て
、「
ば

ん
ば
ら
」「
や
ま
づ
く
し
」「
こ
だ
い

じ
」
の
三
つ
の
口
説
と
呼
ば
れ
る
唄

で
構
成
さ
れ
る
踊
り
が
特
徴
で
す
。

　

踊
り
の
中
心
を
担
う
「
口
説
」
は
、

最
も
重
要
な
役
で
す
。
踊
り
手
を
見

な
が
ら
口
説
を
変
え
、
盛
り
上
げ
て

い
き
ま
す
。
踊
り
手
も
見
事
な
も
の

で
「
口
説
」
が
行
う
唄
の
切
り
替
え

も
音
頭
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
踊
り

続
け
ま
す
。
決
し
て
派
手
な
踊
り
で

は
な
い
で
す
が
、
素
朴
で
哀
愁
を
帯

び
た
踊
り
で
す
。

　

比
田
踊
り
に
は
金
屋
子
神
社
に
ま

つ
わ
る
「
安
倍
屋
口
説
」
や｢

家
島

口
説｣

の
よ
う
な
地
域
独
自
の
文
句

が
存
在
し
、
た
た
ら
と
の
深
い
関
係

が
伺
え
ま
す
。

ル
ー
ツ
は
た
た
ら
？

　

比
田
地
区
は
、
昔
か
ら
鉄
の
神
さ

ま
を
祀
る
金
屋
子
神
社
の
門
前
町
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
一
カ
月
に
も
お

よ
ぶ
同
神
社
の
例
祭
に
は
、
全
国
か

ら
鉄
の
関
係
者
な
ど
年
間
数
万
人
の

参
詣
客
が
訪
れ
、
旅
芸
人
に
よ
る
見

世
物
小
屋
な
ど
が
建
つ
ほ
ど
に
ぎ
わ

い
ま
し
た
。
旅
芸
人
は
、
近
隣
に
点

在
し
た
た
た
ら
の
山
内
に
も
多
く
出

入
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
背
景
が
独
特
な
比
田
踊
り
を

成
立
さ
せ
た
と
比
田
踊
り
保
存
会
の

小
池
清き

よ
み水

さ
ん
は
推
察
し
ま
す
。

　
「
比
田
と
奥
出
雲
町
横
田
の
盆
踊

比
田
踊
り

り
は
酷
似
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

岡
山
県
新
見
市
に
は
横
田
と
い
う

踊
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
地
域

は
す
べ
て
た
た
ら
場
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
地
域
に
住
み
着
い
た
旅

芸
人
た
ち
が
お
り
、
今
日
に
伝
わ

る
独
特
な
比
田
踊
り
を
完
成
さ
せ
、

そ
し
て
、
近
隣
地
域
に
伝
播
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

　

た
た
ら
の
繁
栄
は
地
域
の
独
自

文
化
を
育
み
、
今
に
伝
え
ま
す
。

港
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
伯
耆
や
出

雲
で
生
み
出
さ
れ
た
鉄
の
多
く
は
安

来
へ
集
積
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
、
旧

山
陰
道
か
ら
北
に
折
れ
、
安
来
港
に

向
か
う
西
灘
の
通
り
に
は
、
問
屋
街

が
形
成
さ
れ
、
鉄
を
は
じ
め
米
や

蝋
、
木
綿
な
ど
多
く
の
も
の
が
集
ま

り
、
大
変
に
ぎ
や
か
で
し
た
。
安
来

に
運
ば
れ
た
鉄
は
美
保
関
を
経
由
し

て
、
大
阪
、
新
潟
、
福
井
な
ど
の
刃

鉄
の
積
み
出
し
港
の
に
ぎ
わ
い

受
け
継
が
れ
る
市
の
無
形
文
化
財

（右）毎年８月14日に比田地区では
「豊年比田踊り大会」が開かれます。
（下）比田小学校では比田踊りの口
説の授業が行われ、子どもたちに
地域の伝統が継承されています。

長年、口説を務め
る小池清水さん
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物
産
地
に
運
ば
れ
ま
し
た
。

　

西
灘
町
で
鉄
問
屋
を
営
ん
で
い
た

子
孫
・
相
坂
未
年
子
さ
ん
の
お
宅
に

は
、
今
も
金
屋
子
さ
ん
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。「
自
宅
に
下
宿
し
て
い
た
人

が
鳥
上
（
奥
出
雲
町
）
に
行
き
来
し

て
い
た
の
で
、
そ
の
関
係
で
祀
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」。
鉄

が
安
来
の
商
人
に
と
っ
て
重
要
な
も

の
で
あ
っ
た
と
想
像
で
き
ま
す
。

積
出
港
か
ら
生
産
地
へ

　

明
治
時
代
に
な
る
と
洋
式
製
鉄
技

術
に
よ
る
生
産
が
普
及
し
、
た
た
ら

に
よ
っ
て
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
安
来
の

町
に
も
か
げ
り
が
で
て
き
ま
す
。

　

こ
れ
を
危
惧
し
た
た
た
ら
関
係
者

ら
が
明
治
32
年
雲
伯
鉄
鋼
合
資
会
社

を
設
立
し
、
安
来
の
町
で
た
た
ら
製

品
の
製
造
・
販
売
を
手
掛
け
ま
す
。

こ
の
会
社
が
現
在
の
日
立
金
属
株
式

会
社
安
来
工
場
の
前
身
に
な
り
ま

す
。

　

現
在
、
同
社
山
手
工
場
内
の
小
高

い
山
に
は
、
工
場
を
見
守
る
よ
う
に

金
屋
子
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

傍
ら
に
は
、
金
屋
子
神
が
降
り
立
っ

た
と
い
わ
れ
る
カ
ツ
ラ
の
木
と
約

３
０
０
年
前
の
ケ
ラ
が
供
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
社
員
の
皆
さ
ん
が
訪
れ
る

場
所
で
、
明
治
37
年
に
分
祀
さ
れ
て

以
来
、
工
場
の
守
護
神
と
し
て
大
切

に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
社
安
来
工
場
の
広
報
担
当
者

は
、「
た
た
ら
は
安
来
工
場
の
ル
ー

ツ
で
す
。
日
本
刀
、
た
た
ら
製
鉄
に

通
じ
る
“
誠
実
生
美
鋼
（
誠
実
美
鋼

を
生
む
）”
の
精
神
は
、
鋼
づ
く
り

に
携
わ
る
私
た
ち
の
工
場
訓
で
あ

り
、
一
人
一
人
の
真
心
こ
そ
が
良
い

鋼
を
創
り
出
し
て
行
く
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
」
と
、
た
た
ら
の
精
神
は

現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　安来町周辺のたたらの旧跡や言い
伝えをまとめたマップ「たたら製鉄
と港町やすぎ」が作成されました。
　マップでは、たたらで栄えた安来
港の歴史や周辺の観光施設など12
カ所を紹介。観光協会や道の駅など
に設置され、ガイドブックとして活
用できます。
　作成した安来市まちづくり協議会
の石倉貞文会長は、「マップを手に
町を歩いて安来の歴史を改めて知っ
てほしい」と話していました。

安来のまち歩き　　　
　ガイドブック作成

（上）鉄の流
通で栄えた安
来の町並み。
（右）日立金
属株式会社安
来工場の敷地
内にある金屋
子神社。
（左下）西灘
町の相坂さん
のご自宅にあ
る金屋子さん。


