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高
殿
（
作
業
場
）
に
入
る
と
、「
ん
ぐ
ぅ—

—

、
ふ
ぅ
ぐ—

—

」
と
い

う
不
気
味
な
物
音
が
聞
こ
え
て
き
た
。
恐
竜
の
寝
息
を
思
わ
せ
る

そ
の
音
は
、
吹ふ
い

子ご

の
立
て
る
風
の
音
だ
と
、
し
ば
ら
く
し
て
気
づ
い

た
。
音
の
リ
ズ
ム
に
同
調
し
て
、
高
殿
の
中
心
に
築
か
れ
た
炉
か
ら

天
井
高
く
炎
が
上
が
り
、
火
の
粉
が
舞
う
。
遠
巻
き
に
し
て
炉
を

見
つ
め
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
熱
で
頰
が
ヒ
リ
ヒ
リ
し
て
く
る
と
い
う

の
に
、
炉
の
す
ぐ
傍
ら
で
、
十
数
人
の
男
た
ち
が
汗
と
埃ほ
こ
りに
煤す
す

け
た

顔
で
黙
々
と
作
業
を
続
け
て
い
た
。

　

な
か
で
も
、
ひ
と
き
わ
鋭
い
視
線
で
炎
を
見
つ
め
る
人
が
い
る
。

村む
ら

下げ

の
一
人
、
木
原
明
（
国
選
定
保
存
技
術
保
持
者
／
日
立
金
属
株
式
会
社
安
来

工
場
顧
問
）
だ
。
村
下
と
は
、
た
た
ら
操
業
の
総
監
督
で
あ
り
、
三
日

三
晩
に
及
ぶ
た
た
ら
操
業
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
不
眠
不
休

で
自
ら
炉
に
砂
鉄
を
く
べ
、
炎
の
色
を
見
て
炉
の
音
を
聞
い
て
、
的

確
な
指
示
を
出
す
、
た
た
ら
操
業
の
す
べ
て
を
取
り
仕
切
る
人
の
こ

と
。そ
の
表
情
は
厳
し
く
、現
場
全
体
に
緊
張
感
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。

　
「
ど
う
も
炎
の
色
が
よ
く
な
い
。
二
日
目
の
今
ご
ろ
は
籠こ

も

り
次つ

ぎ

期
と
い
っ
て
、
鉄け
ら
の
出
来
を
左
右
す
る
重
要
な
時
期
な
の
で
…
…
」

と
言
葉
少
な
い
木
原
。
部
外
者
は
高
殿
か
ら
出
た
ほ
う
が
い
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
う
、
た
た
ら
は
製
鉄
の
神
で
あ
る
「
金か

な

屋や

子ご
の
か
み神

」
の
も

と
で
執
り
行
わ
れ
る
神
事
で
も
あ
る
。
今
は
女
人
禁
制
は
解
か
れ
て

い
る
と
い
う
が
、
機
嫌
を
損
ね
な
い
う
ち
に
今
日
の
と
こ
ろ
は
早
め

に
退
散
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
た
た
ら
の
復
活
か
ら
継
承
へ

　

こ
こ
奥
出
雲
で
は
古
来
、
良
質
な
砂
鉄
と
木
炭
が
豊
富
な
こ
と
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か
ら
、
日
本
の
伝
統
的
な
製
鉄
法
で
あ
る
「
た
た
ら
」
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
き
た
。
現
在
も
、
奥
出
雲
町
の
鳥と
り
か
み上
木
炭
銑せ
ん
工
場
（
旧
・
日
立

金
属
株
式
会
社
安
来
工
場
・
鳥
上
分
工
場
）
で
は
、
１
月
か
ら
２
月
に
か
け
て

年
に
数
回
ほ
ど
、
昔
な
が
ら
の
方
法
で
た
た
ら
吹
き
が
行
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
今
回
は
、
今
年
初
め
て
の
操
業
の
二
日
目
に
、
高
殿
と

呼
ば
れ
る
作
業
場
を
訪
ね
た
と
い
う
わ
け
だ
。

　

た
た
ら
と
は
、
粘
土
で
築
い
た
炉
に
砂
鉄
と
木
炭
を
交
互
に
入

れ
、
吹
子
で
炉
に
風
を
送
り
込
み
木
炭
を
高
温
で
燃
焼
さ
せ
て
、

砂
鉄
を
加
熱
・
還
元
・
吸
炭
・
溶
解
し
て
鉄
を
つ
く
り
出
す
と
い

う
も
の
。
炉
の
中
で
溶
解
し
た
砂
鉄
は
、
や
が
て
鉄け
ら

と
呼
ば
れ
る

大
き
な
鉄
塊
と
な
る
。
鉄
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
は
、
三
日
間
夜

通
し
で
、
半
時
間
お
き
に
加
減
を
見
な
が
ら
人
手
に
よ
っ
て
砂
鉄

と
木
炭
を
く
べ
、
炉
を
燃
や
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

し
た
過
酷
な
作
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
も
た
た
ら
が
行
わ
れ
て

い
る
の
に
は
訳
が
あ
る
。

　

実
は
、
日
本
刀
や
宮
大
工
が
使
う
刃
物
の
原
料
と
し
て
欠
か
せ

な
い
、
非
常
に
純
度
の
高
い
鉄
で
あ
る
「
玉た
ま
は
が
ね鋼」
は
、
た
た
ら
で
し

か
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ
の
特
徴
は
、
き
わ
め
て
強
靭

で
錆さ

び
に
く
い
こ
と
。
江
戸
後
期
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
隆
盛
を

誇
っ
た
た
た
ら
は
、
他
国
に
類
を
見
な
い
技
法
と
し
て
発
達
し
た
だ

け
で
な
く
、
驚
く
こ
と
に
、
現
代
の
先
端
技
術
で
再
現
で
き
な
い
ば

か
り
か
、
そ
の
生
成
の
過
程
を
正
確
に
解
明
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な

い
で
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

し
か
し
、た
た
ら
は
２
度
ほ
ど
廃
絶
し
た
。１
度
目
は
、１
９
２
５（
大

正
14
）
年
、
生
産
効
率
の
高
い
洋
式
製
鉄
に
太
刀
打
ち
で
き
ず
衰
退
。

そ
の
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
に
軍
刀
を
つ
く
る
目
的
で
「
靖
国
た

た
ら
」「
叢む

ら
く
も雲

た
た
ら
」
な
ど
が
復
活
し
た
が
、戦
後
に
廃
絶
。
困
っ

た
の
が
、
素
材
の
玉
鋼
が
底
を
突
く
よ
う
に
な
っ
た
日
本
刀
の
刀
匠

た
ち
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
'77
年
、
財
団
法
人
日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
会
（
日
刀
保
）
が
、
刀
匠
へ
の
玉
鋼
の
供
給
と
、
た
た
ら
操

湯路穴から出てきたノロ（鉄
てっさい

滓）をかき出す。ノロの出具合も、鉄の
出来を占う要素の一つ。

日刀保たたらでは、砂鉄から直接鋼をつくる「鉄押し法」で玉鋼をつくる。
砂鉄の加減と炉の温度管理がその出来を左右するという。

炉に砂鉄をくべる木原村下（手前）と渡部村下（奥）。村下は表（手前）
と裏（奥）に一人ずつで、表と裏それぞれの状態を、担当の村下が見
極めながら作業を行う。

三日目の早朝、吹子を止め、鉄
けら

を取り出すために作業者全員で炉を崩し始めた。中から3.5tの鋼
の塊（鉄）が顔をのぞかせる。たたら吹きのクライマックスである。
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業
の
技
術
者
を
養
成
す
る
目
的
で
、国
庫
補
助
事
業
と
し
て
、旧
「
靖

国
た
た
ら
」
を
「
日
刀
保
た
た
ら
」
と
し
て
復
元
。
日
立
金
属
安
来

工
場
が
技
術
援
助
と
い
う
か
た
ち
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

運
よ
く
こ
の
地
に
は
、
靖
国
た
た
ら
時
代
の
高
殿
、
炉
床
（
地
下
構

造
）
が
残
存
し
て
い
た
。
た
た
ら
は
極
端
に
湿
気
を
嫌
う
と
い
い
、
そ

の
た
め
乾
燥
し
た
冬
季
に
限
っ
て
操
業
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
成
功

に
は
防
湿
と
保
温
の
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
深
さ
３
ｍ
に
も
及
ぶ
地
下

構
造
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
ま
た
復
活
当
時
、
靖
国
た
た
ら
で
村

下
を
務
め
て
い
た
安
部
由
蔵
・
久
村
歓
治
の
両
人
が
健
在
だ
っ
た
こ

と
も
幸
い
し
た
。
先
の
木
原
は
、
日
立
金
属
安
来
工
場
の
鳥
上
分
工

場
（
現・鳥
上
木
炭
銑
工
場
）
で
木
炭
銑せ
ん
て
つ鉄
製
造
に
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

た
た
ら
復
活
と
と
も
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
参
加
。
鉄
づ
く
り
の
原

点
で
あ
る
た
た
ら
に
木
原
は
す
ぐ
に
引
き
込
ま
れ
、
故
・
安
部
村
下

か
ら
そ
の
技
の
多
く
を
学
ん
だ
と
い
う
。
そ
し
て
村
下
と
な
っ
た
現

在
で
は
、
20
〜
60
代
ま
で
十
数
人
に
及
ぶ
次
世
代
の
村
下
候
補
を

育
て
る
べ
く
、
身
を
も
っ
て
自
ら
の
技
を
伝
授
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
た
ら
に
古
来
の
技
と
神
秘
を
見
る

　　

操
業
三
日
目
の
高
殿
を
訪
れ
る
と
、
雰
囲
気
は
一
変
し
て
い
た
。

　
「
今
日
は
炎
の
色
も
い
い
し
音
も
い
い
。
き
っ
と
い
い
玉
鋼
が
で
き

る
で
し
ょ
う
。
た
た
ら
と
い
う
の
は
生
き
物
と
同
じ
で
、
腹
八
分
に

食
わ
し
て
や
っ
て
、
う
ま
く
呼
吸
を
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
肝
要
な
ん

で
す
」
と
明
る
い
表
情
で
木
原
が
言
う
。
素
人
目
に
は
昨
日
と
変
わ

り
な
く
見
え
る
炎
の
色
も
、
村
下
の
目
に
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
見
え

る
よ
う
で
、
そ
の
色
や
炉
が
立
て
る
音
か
ら
中
の
状
態
ま
で
透
け
て

見
え
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
気
づ
い
た
の
は
炉
の
大
き
さ
で
、
昨
日
よ

り
一
回
り
瘦や

せ
て
い
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
砂
鉄
の
作
用
に
よ

り
炉
の
粘
土
が
触
媒
と
し
て
働
き
、
侵
食
さ
れ
、そ
の
空
洞
に
鉄
（
玉

「鉄引き」の様子。まだ赤く焼けた状態の鉄にチェーンを巻きつけ、小屋の外に引っ張り出す。 日刀保たたらからほど近くにある金屋子神社本社。古くより、砂鉄、炭焼き、鍛冶、鋳
物製鉄などに従事する人々の神として信仰されてきた。女神と伝えられている。

無事に炉を崩し終え、鉄を確認すると、
改めて皆で金屋子神に祈りを捧げる。

表の村下を務める木原明。たたらの世界
では、「一釜・二土・三村下」といわれる
ように、釜づくり、土の選定、村下の存
在がたたらの成否を左右するという。

たたら吹きのメンバー。村下を中心に、日に何度かミーティングを行い、作業を確認しながら、
結束力を強めていく。
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鋼
）
が
生
成
さ
れ
る
の
だ
。
侵
食
が
進
み
炉
が
操
業
に
耐
え
ら
れ
な

く
な
る
と
、
村
下
の
判
断
で
操
業
を
終
え
る
。
い
よ
い
よ
そ
の
時
間

が
迫
っ
て
い
た
。

　

明
け
方
６
時
、
吹
子
の
音
が
や
み
、
炉
が
壊
さ
れ
始
め
た
。
も

う
も
う
と
舞
い
上
が
る
火
の
粉
と
砂
埃
の
中
か
ら
現
れ
た
の
は
、真
っ

赤
に
燃
え
る
木
炭
に
覆
わ
れ
た
鉄
。ど
う
や
ら
木
原
の
言
葉
ど
お
り
、

い
い
出
来
の
よ
う
だ
。
皆
、
安あ

ん

堵ど

の
表
情
で
金
屋
子
神
に
祈
り
を
捧

げ
、
お
神
酒
を
い
た
だ
く
。

　

３
時
間
後
、
鉄
に
チ
ェ
ー
ン
を
か
け
て
引
っ
張
り
上
げ
、
鉄
の
下

に
丸
太
を
敷
い
て
小
屋
の
外
へ
鉄
を
引
っ
張
り
出
す
「
鉄
出
し
」
が

行
わ
れ
た
。
ま
だ
赤
く
焼
け
た
だ
れ
、
蒸
気
を
立
て
る
鉄
の
姿
は
ど

こ
か
竜
を
髣ほ

う

髴ふ
つ

と
さ
せ
た
。
砂
鉄
と
木
炭
か
ら
鉄
を
生
み
出
す
と
い

う
た
た
ら
の
営
み
は
、
ま
さ
に
錬
金
術
と
い
っ
て
い
い
。
た
た
ら
が
太

古
よ
り
神
秘
で
あ
っ
た
訳
を
実
感
し
た
。

　

鉄
が
高
殿
の
外
の
雪
上
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
る
と
、
瞬
く
間
に

雪
が
音
を
立
て
な
が
ら
蒸
気
に
変
わ
っ
て
い
く
。
こ
の
後
、
数
日

間
を
経
て
、
完
全
に
冷
め
切
る
ま
で
待
っ
て
か
ら
、
鉄
を
砕
き
、

等
級
ご
と
に
鉄
を
選
別
し
て
い
く
と
い
う
。
こ
の
３・５
t
の
鉄
の

う
ち
、良
質
の
玉
鋼
が
と
れ
る
の
は
わ
ず
か
１
t
ほ
ど
。な
る
ほ
ど
、

過
酷
な
操
業
を
思
え
ば
、
２
度
の

廃
絶
を
経
験
し
た
理
由
が
わ
か
る
。

　

だ
が
、
た
た
ら
な
く
し
て
玉
鋼
は

生
み
出
せ
な
い
の
も
紛
れ
も
な
い
事

実
だ
。
た
た
ら
と
い
う
稀け

う有
な
日
本

の
技
が
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
受
け

継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
切
に
願
う
。

屋外に引っ張り出された鉄。このうち、日本刀の原料となる良質の玉鋼は、わずか1ｔしか取り出すことができない。

映像による日立グループのご紹介

「たたら吹き  引き継がれる千年の技」もあわせて
ご覧ください。


