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 国指定史跡 多田銀銅山

国
指
定
史
跡 

 
多
田
銀
銅
山

　

～
多
田
銀
銅
山
遺
跡
を
国
指
定
に
導
い
た  

元
文
化
庁
主
任
調
査
官 

と

                  

調
査
担
当
学
芸
員
が   

そ
の
魅
力
と
ま
ち
の
未
来
を
語
る
～

多
田
銀
銅
山
遺
跡
調
査
委
員
会
と
は
？

青
木　

多
田
銀
銅
山
に
つ
い
て
、
専

門
的
見
地
で
指
導
や
助
言
を
い
た
だ

く
委
員
会
で
、
現
在
は
考
古
学
専
門

３
人
、
鉱
山
地
質
学
専
門
１
人
、
行

政
１
人
の
５
人
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。

坂
井　

私
た
ち
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

の
今
の
生
活
環
境
と
文
化
財
と
の
共

存
を
目
指
し
、
こ
の
貴
重
な
歴
史
遺

産
を
後
世
に
残
す
た
め
、
委
員
を
お

引
き
受
け
し
て
い
ま
す
。
今
後
は
史

跡
の
活
用
も
含
め
、
専
門
分
野
の
幅

を
広
げ
た
り
、
地
域
住
民
の
代
表
に

も
委
員
と
し
て
加
入
し
て
い
た
だ
く

な
ど
、
様
々
な
視
点
で
多
田
銀
銅
山

の
今
後
を
考
え
て
い
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
ま
す
。

国
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
？

坂
井　

国
指
定
史
跡
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
遺
跡
に
関
わ
る
も
の
の
調

査
・
保
存
・
活
用
な
ど
に
国
の
補
助

金
な
ど
が
充
て
ら
れ
た
り
、
法
律
に

よ
り
乱
開
発
か
ら
守
ら
れ
る
な
ど
の

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
大

切
に
し
、
後
世
に
伝
え
た
い
遺
跡
」

と
し
て
学
ん
で
い
た
だ
く
機
会
や
観

光
資
源
と
し
て
の
活
用
が
広
が
る
な

ど
、
地
域
の
活
性
化
に
も
大
き
な
役

割
を
占
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

国
史
跡
を
目
指
し
た
経
緯
は
？

青
木　

多
田
銀
銅
山
は
、
江
戸
時
代

の
絵
図
な
ど
か
ら
、
重
要
な
遺
跡
で

あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
平
成
12
年
か
ら
「
代
官

所
跡
発
掘
調
査
」
を
悠
久
の
館
の
対

岸
で
始
め
ま
し
た
。
調
査
成
果
が
出

た
平
成
14
年
当
時
、
文
化
庁
主
任
調

査
官
だ
っ
た
坂
井
委
員
長
の
現
地
視

察
で
「
多
田
銀
銅
山
は
間
歩
や
遺
構

が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
国
指

定
に
な
る
だ
け
の
要
素
を
持
ち
合
わ

せ
て
い
る
。
ま
ず
は
銀
山
地
区
全
体

の
状
況
を
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
こ

と
」
と
の
お
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、

本
格
的
な
分
布
調
査
を
開
始
し
ま
し

た
。

坂
井　

当
時
、
島
根
県
の
石い

わ
み見

銀
山

が
、
世
界
遺
産
を
目
指
し
て
分
布
調

査
で
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
た
の

で
、
そ
れ
を
参
考
に
調
査
す
る
よ
う

ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

再
び
現
地
に
来
た
平
成
21
年
に
は
、

し
っ
か
り
と
調
査
を
進
め
て
く
れ
て

い
ま
し
た
。
大
手
前
大
学
の
協
力
も

大
き
く
、
絵
図
や
現
地
と
照
ら
し
合

わ
せ
た
精
度
の
高
い
調
査
結
果
が
出

て
お
り
、感
激
し
ま
し
た
。
こ
の
時「
多

田
銀
銅
山
は
、
必
ず
国
史
跡
に
な
る
」

と
確
信
し
ま
し
た
。

「
国
指
定
史
跡 

多
田
銀
銅
山
遺
跡
」
を
目
指
し
て

～～～3枚の絵図から始まった多田銀銅山の調査～～～
　銀山地区は、江戸時代の絵図などから重要な遺跡であることが予想されていました。そのきっ
かけとなったのが下の 3 枚の絵図（図 3 ～ 5）です。この 3 枚と 2 ページの「史跡指定の範囲と周
辺地図（図２）」の道や川を比較すると、同じ谷が描かれていることがわかります。

図２

図 5　柵
さ く な い

内銀山町御
ご よ う ち

用地略
り ゃ く え ず

絵図（竪帳全 11 ページ）
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多田銀銅山の範囲図 1

《用語解説》　
遺
い せ き

跡＝建物、工作物など過去の人々の生活の痕跡がまと
まって残っているもの　史

し せ き

跡＝遺跡のうち歴史・学術的に
価値の高いもの。国や自治体で指定されたものを指す　
間
ま ぶ

歩（坑
こ う ど う

道）＝地面のなかに掘った穴・トンネルのこと

多田銀銅山遺跡調査委員会 委員長 坂
さ か い

井 秀
ひ で や

弥さん ( 奈良大学文
学部教授）　◆経歴＝関西学院大学、大学院博士前期課程修了
→新潟県教育委員会→文化庁記念物課（埋蔵文化財部門）、文化
財調査官・主任文化財調査官→平成２１年 4月に奈良大学に着任、
現在に至る　◆平成 23 年～ 25 年 町多田銀銅山遺跡調査委員
会委員　◆平成 26 年～ 町多田銀銅山遺跡調査委員会委員長

史跡指定の範囲と周辺地図

図 3　銀山町行政絵図（銀山町検地付近絵図） 図 4　銀山町間歩絵図

　

10
月
７
日
、「
多
田
銀
銅
山
遺

跡
」
が
正
式
に
国
指
定
史
跡
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
遺
跡
は
、
猪
名
川

町
、
川
西
市
、
宝
塚
市
と
大
阪
府
池

田
市
、
箕
面
市
、
能
勢
町
、
豊
能
町

の
合
計
７
市
町
に
ま
た
が
る
大
規
模

な
鉱
山
遺
跡
（
図
１
）
で
す
。

　

今
回
、そ
の
中
心
地
で
あ
っ
た「
銀

山
地
区
」
の
一
部
が
、
重
要
な
歴
史

遺
産
と
し
て
認
め
ら
れ
、
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

今
号
で
は
、
多
田
銀
銅
山
遺
跡
調

査
委
員
会
の
坂
井
委
員
長
と
調
査
担

当
の
青
木
学
芸
員
に
国
史
跡
指
定
ま

で
の
15
年
間
の
町
の
あ
ゆ
み
や
熱
い

思
い
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
。
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秀
吉
の
「
埋
蔵
金
伝
説
」
と
は
？

坂
井　
「
埋
蔵
金
伝
説
」
は
、
あ
く
ま

で
も
言
い
伝
え
で
す
が
、
銀
山
地
区
に

こ
の
伝
説
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
実
際

に
こ
の
地
に
秀
吉
が
関
係
し
て
い
た
か

ら
で
す
。
秀
吉
は
、
一
般
に
広
く
知
ら

れ
て
い
て
、
石
見
・
佐
渡
に
は
な
い
話

だ
か
ら
こ
そ
伝
説
と
し
て
は
非
常
に
面

白
い
し
、
こ
れ
は
多
田
銀
銅
山
の
歴
史

的
価
値
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

青
木　

明
治
時
代
に
は
、
著
名
だ
っ
た

「
秀
吉
」
の
名
や
、「
太
閤
」
の
文
字

を
宣
伝
材
料
に
使
う
な
ど
し
て
、
鉱
山

経
営
を
行
う
資
本
家
を
呼
び
込
む
た
め

の
工
夫
を
し
て
い
た
み
た
い
で
す
。
こ

う
し
て
描
か
れ
た
絵
図
や
夢
物
語
が
い

つ
の
間
に
か
一
つ
に
な
り
「
埋
蔵
金
伝

説
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

近
代
化
遺
産
の
重
要
性
は
？

坂
井　

近
年
で
は
、
明
治
以
降
の
近
代

の
遺
跡
の
価
値
も
高
く
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
私
が
初
め
て
多
田
銀
銅
山
に
視

察
で
来
た
時
に
は
、
レ
ン
ガ
塔
に
象
徴

さ
れ
る
堀
家
製
錬
所
跡
が
す
で
に
近
代

の
重
要
遺
跡
の
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
ま

し
た
。
鉱
山
の
歴
史
は
、
中
世
か
ら
近

代
の
こ
の
レ
ン
ガ
塔
を
経
て
今
の
私
た

ち
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
近
代
の
も

の
も
遺
跡
を
構
成
す
る
た
め
の
大
切
な

要
素
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

特
に
新
し
い
調
査
成
果
は
？

坂
井　

九
州
大
学
総
合
研
究
博
物
館
所

蔵
の
「
吹ふ

き
や屋

之の

図ず

（
以
下
「
吹
屋
」）」

と
地
元
住
民
が
所
蔵

す
る
「
摂せ

っ
し
ゅ
う州

多
田
銀

銅
山
鉑は

く
せ
き石

吹ふ
き
た
て立

次し
だ
い第

荒あ
ら

増ま
し（

以
下「
摂
州
」）」

（
い
ず
れ
も
図
６
）
の

２
冊
の
古
文
書
の
出

元
が
多
田
銀
銅
山
で
あ
っ
た
こ
と
が
確

認
で
き
た
成
果
は
大
き
い
で
す
ね
。
そ

の
内
容
か
ら
様
々
な
こ
と
が
確
認
さ
れ

調
査
が
進
展
し
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

青
木　
「
摂
州
」
と
「
吹
屋
」
に
描
か

れ
て
い
る
絵
が
似
て
い
る
こ
と
は
、

前
々
か
ら
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ

に
着
目
し
た
調
査
は
、
で
き
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
新
名
神
高
速

道
路
建
設
工
事
に
伴
う
遺
跡
の
発
掘
調

査
現
場
で
、
間
歩
の
入
り
口
に
木
枠
の

遺
構
が
発
見
さ
れ
、
同
時
期
に
は
、
銀

山
地
区
内
の
調
査
で
も
木
枠
を
発
見
し

ま
し
た
。
そ
れ
ら
は「
吹
屋
」の「
選
鉱
」

場
面
に
描
か
れ
た
木
枠
（
い
ず
れ
も
図

７
）と
そ
っ
く
り
だ
っ
た
ん
で
す
。「
こ

れ
は
?!
」
と
思
い
、「
吹
屋
」
の
本
文

を
読
み
下
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
絵
が

似
て
い
た
「
摂
州
」
も
読
み
下
し
比
較

す
る
と
、
絵
だ
け
で
な
く
書
か
れ
て
い

る
内
容
ま
で
そ
っ
く
り
で
、
ど
ち
ら
も

「
多
田
銀
銅
山
の
製
錬
方
法
」
が
書
か

れ
た
古
文
書
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
の
発
見
を
も
と
に
そ
の
他
の
資

料
や
発
掘
調
査
結
果
、
地
元
の
人
や
委

員
の
先
生
の
お
話
な
ど
を
つ
な
げ
て
、

少
し
ず
つ
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
。「
吹
屋
」
と
「
摂
州
」
を
追
究

す
れ
ば
、
ま
だ
ま
だ
新
し
い
発
見
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

国
内
で
有
名
な
鉱
山
遺
跡
の
現
状
は
？

坂
井　

私
は
全
国
各
地
の
鉱
山
遺
跡
に

関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
世
界
遺
産
・
石

見
銀
山
（
以
下
「
石
見
」）
の
あ
る
島

根
県
大
田
市
は
、
昭
和
30
年
代
に
地
域

が
衰
退
し
て
い
く
中
で
、
ま
ち
の
将
来

を
真
剣
に
考
え
ま
し
た
。
文
化
財
を
大

切
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
し
よ
う
と
決

め
、
本
格
的
な
文
化
財
調
査
を
始
め
、

昭
和
44
年
に
史
跡
指
定
さ
れ
、
平
成
19

年
に
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、国
史
跡
・
佐
渡
金
銀
山
（
以

下
「
佐
渡
」）
の
あ
る
新
潟
県
佐
渡
市

は
、
観
光
地
と
し
て
栄
え
て
い
ま
し
た

が
文
化
財
と
し
て
の
保
護
の
取
り
組
み

は
遅
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
住
民
人

口
や
観
光
客
が
減
少
し
て
い
る
た
め
、

文
化
財
を
ま
ち
の
活
性
化
に
活
か
そ
う

と
、
本
格
的
に
文
化
財
の
調
査
・
研
究

を
始
め
、
世
界
遺
産
へ
の
登
録
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

兵
庫
県
で
「
初
」
の
国
指
定
史
跡
？

青
木　

兵
庫
県
に
は
生
野
銀
山
（
以
下

「
生
野
」）
が
あ
り
ま
す
が
、
鉱
山
と

し
て
は
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
多
田
銀
銅
山
は
、
県

内
で
初
め
て
鉱
山
と
し
て
国
史
跡
に
指

定
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

全
国
で
も
８
番
目
と
な
り
、
国
内
で
も

名
高
い
鉱
山
と
肩
を
並
べ
る
遺
跡
だ
と

認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

銀
山
地
区
の
印
象
は
？

坂
井　

こ
の
谷
（
銀
山
地
区
）
に
は
、

道
に
沿
っ
て
集
落
が
残
っ
て
お
り
、
戦
国

時
代
か
ら
４
０
０
年
以
上
の
時
を
脈
々
と

地
域
の
人
々
が
守
り
伝
え
て
き
た
歴
史
が

し
っ
か
り
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
一
方
で
、

銀
山
地
区
を
一
歩
出
る
と
住
宅
開
発
が
進

ん
で
お
り
、こ
の
谷
に
入
る
こ
と
で
、ス
ッ

と
現
代
か
ら
歴
史
の
世
界
に
入
れ
る
と
い

う
魅
力
を
感
じ
ま
す
。
私
は
、
文
化
財
と

は
過
去
の
歴
史
と
今
の
人
が
、
ど
の
よ
う

に
つ
な
が
っ
て
き
て
、
ど
ん
な
関
係
が
あ

る
の
か
を
知
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

そ
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
多
田
」
と
い
う
名
前
の
由
来
は
？

青
木　

平
安
時
代
に
源
満
仲
が
「
多た

だ
の田

荘し
ょ
う」

を
開
き
、
猪
名
川
町
を
含
む
一
帯

を
治
め
て
い
ま
し
た
。
町
域
で
は
そ
の

時
代
に
採
掘
が
始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
裏
付
け
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
し
か
し
、
新
名
神
高
速
道
路

工
事
に
伴
う
広
根
遺
跡
の
調
査
で
、
屋

敷
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
付
近

に
は
満
仲
ゆ
か
り
の
多
田
院
（
現
在
の

多
田
神
社
（
川
西
市
））
に
仕
え
た
御
家

人
に
因ち

な

ん
だ
地
名
も
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、豊
臣
秀
吉
の
財
産
目
録
に
も
「
多

田
荘
銀
山
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
秀
吉

が
鉱
山
を
開
発
す
る
前
に
は
、
多
田
院

御
家
人
の
管
理
の
も
と
で
採
掘
が
行
わ

れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、「
多
田
」
と
い
う

名
称
が
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

多
田
銀
銅
山
の
特
徴
は
？

青
木　

多
田
銀
銅
山
の
大
き
な
特
徴

は
、
ほ
か
の
鉱
山
よ
り
早
く
「
南な

ん
ば
ん
ぶ

蛮
吹

き
」
と
い
う
銀
・
銅
を
吹
き
分
け
る
技

術
を
取
り
入
れ
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、

ド
イ
ツ
で
発
明
さ
れ
た
技
術
で
、
鉄
砲

な
ど
と
共
に
堺
（
大
阪
府
）
に
伝
え
ら

れ
ま
し
た
。
こ
の
技
術
は
多
田
銀
銅
山

に
取
り
入
れ
ら
れ
、
後
に
多
田
銀
銅
山

か
ら
生
野
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

坂
井　

佐
渡
や
石
見
は
、
鉱
山
の
規
模

は
大
き
い
け
れ
ど
、
江
戸
や
大
坂
か
ら

は
遠
い
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
反
し
て
多
田
銀
銅
山
は
、
大
坂
に

近
く
、
最
新
の
技
術
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
秀
吉
が
関

わ
っ
て
い
た
事
実
が
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
多
田
銀
銅

山
は
国
の
政
治
・
経
済
に
直
結
し
て
経

営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

「
国
指
定
史
跡 

多
田
銀
銅
山
遺
跡
」
の
価
値

多
田
銀
銅
山
の
生
産
工
程

①
採
鉱
（
掘
る
）
＝
坑
道
内
で
鉱

石
を
掘
り
坑
外
へ
出
す
→
②
選
鉱

（
選え

る
）
＝
鉱
石
を
選
別
し
、
銀
や

銅
を
含
む
部
分
を
取
り
出
す
→
③

製
錬
（
熔と

か
す
）
＝
鉱
石
を
熔
か

し
て
不
純
物
を
取
り
除
く
→
④
銀

の
抽
出
＝
鉛
に
含
ま
れ
る
銀
を
灰

吹
に
よ
り
抽
出
す
る

▲銀山地 区内の間歩前の
木枠の遺構

▲新名神高速道路工事現場
から発掘された木枠の遺構

▲「吹屋之図」の木枠で選
鉱する様子

《
製
錬
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
木
枠
が
各
所
に
》

間 歩 内で 発 見さ
れた「つち ( 右）」
と「たがね（左）」

間
歩
内
に
、
は
っ
き
り
と
残
る
「
た
が
ね
」
の
掘
り
跡
（
上
）
と
ロ
ボ
ッ
ト
探
査

「吹屋之図」の「つち」と「たがね」
を使った間歩内での採掘の様子

当時のまちなみが残る銀山地区（左から甘露寺入口・新町を南から北へ望む・新町を北から南へ望む）堀家製錬所跡のレンガ塔（近代化産業遺産に認定）

▲「摂州多田銀銅山鉑石吹立
次第荒増」の製錬の様子

▲「吹屋之図」の製錬の様子

《
多
田
銀
銅
山
が
出
元
の
２
冊
の
古
文
書
》

図 6

図 7

特集
　

 国指定史跡 多田銀銅山

◀
「
吹
屋
之
図
」

の
排
水
の
様
子
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観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
は
？

坂
井　

他
の
地
域
か
ら
こ
の
地
に
来
て

も
ら
い
、
多
く
の
方
々
に
遺
跡
の
価
値

を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
「
観

光
」
と
し
て
の
活
用
は
、
と
て
も
大
切

で
す
。
ま
た
、
地
域
の
方
々
と
の
交
流

も
期
待
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
多
く
の

人
が
訪
れ
る
こ
と
で
、
遺
跡
が
い
た
む

可
能
性
は
高
く
な
る
の
で
、
た
だ
観
光

客
を
呼
び
込
め
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
住
民
生
活
へ

の
影
響
も
心
配
さ
れ
ま
す
か
ら
、
ま
ず

は
遺
跡
を
守
る
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、

地
域
住
民
と
連
携
し
、
環
境
整
備
や
観

光
振
興
を
進
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

こ
れ
か
ら
の
調
査
は
？

青
木　

銀
山
・
肝
川
の
調
査
で
は
、
間

歩
内
の
木
や
雁が

ん
ぎ木

ば
し
ご
が
残
さ
れ
て

い
て
、
鉱
脈
を
追
っ
て
掘
り
進
む
𨫤ひ

お
い追

掘ぼ
り

の
跡
な
ど
、
当
時
の
坑
道
内
の
様
子

が
残
っ
て
い
る
間
歩
も
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
絵
図
な
ど
と
比
較
す
る
こ

と
で
更
に
検
証
は
進
む
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
役
所
関
連
遺
跡
・
生

産
遺
跡
を
重
点
的
に
調
査
し
て
き
ま
し

た
が
、
生
活
遺
跡
や
銀
山
と
そ
の
周
辺

地
域
と
の
関
係
な
ど
は
、
手
付
か
ず
の

状
態
で
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
に
は
町

内
全
体
が
、
銀
・
銅
・
鉛
の
生
産
を
主

要
産
業
で
あ
っ
た
こ
と
も
最
近
の
調
査

で
わ
か
っ
て
お
り
、
銀
山
地
区
同
様
に

先
人
が
築
き
あ
げ
て
き
た
価
値
あ
る
遺

跡
で
す
。
し
か
し
、
遺
跡
と
し
て
認
識

さ
れ
ず
に
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
な
る
前
に
調

査
し
、
大
切
に
守
り
伝
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
は
そ

ち
ら
に
も
目
を
向
け
て
い
き
た
い
で

す
。

坂
井　

猪
名
川
町
と
し
て
約
15
年
間
調

査
を
進
め
て
き
た
成
果
は
、
確
実
に
現

れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
７

市
町
に
ま
た
が
る
規
模
の
大
き
い
遺
跡

で
、
多
面
的
な
調
査
が
必
要
と
な
り
ま

す
か
ら
、
全
体
を
把
握
し
調
査
す
る
に

は
、
数
十
年
と
い
う
年
月
が
か
か
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
と
て
も
大
変
な

事
業
で
す
が
、
町
に
と
っ
て
こ
れ
だ
け

価
値
の
あ
る
国
レ
ベ
ル
で
の
遺
跡
と
い

う
の
は
、
今
後
ま
ず
な
い
と
思
い
ま

す
。
し
っ
か
り
と
調
査
し
、
そ
の
成
果

を
活
か
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

こ
の
遺
跡
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
は
？

青
木　

明
治
時
代
、
生
野
が
栄
え
る
一

方
、
多
田
銀
銅
山
は
衰
退
し
て
き
て
い

ま
し
た
。
先
祖
た
ち
が
「
途
絶
え
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
！
」と
の
強
い
思
い
で
、

必
死
に
頑
張
っ
て
き
た
こ
と
が
、
文
書

な
ど
か
ら
わ
か
り
ま
す
。
現
在
、
銀
山

地
区
の
方
々
は
、将
来
へ
の
不
安
か
ら
、

地
域
活
性
化
の
必
要
性
を
感
じ
て
お
ら

れ
ま
す
。
銀
山
地
区
の
人
だ
け
で
な

く
、
こ
の
ま
ち
に
住
む
皆
さ
ん
が
、
こ

の
遺
跡
の
重
要
性
を
意
識
し
、
こ
の
地

を
皆
で
守
り
伝
え
て
い
こ
う
と
思
っ
て

い
た
だ
け
る
よ
う
調
査
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

猪
名
川
町
に
期
待
す
る
こ
と
は
？

坂
井　

こ
の
遺
跡
は
、
都
市
近
郊
で
あ

り
な
が
ら
、
歴
史
と
自
然
が
そ
の
ま
ま

残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
、

町
の
将
来
を
左
右
す
る
力
を
持
っ
た
す

ば
ら
し
い
「
宝
」
で
す
。
こ
の
宝
は
、

町
内
だ
け
で
な
く
阪
神
地
域
を
は
じ
め

と
し
た
近
畿
地
区
全
体
の
展
開
に
も
活

か
せ
る
貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
の
指
定

を
き
っ
か
け
に
、ま
ち
の
皆
さ
ん
が「
こ

の
遺
跡
を
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
気
付
い

て
も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
私
も

様
々
な
分
野
の
委
員
と
と
も
に
、
そ
の

お
手
伝
い
が
で
き
る
こ
と
は
非
常
に
楽

し
み
で
す
。
猪
名
川
町
の
文
化
財
を
活

用
し
た
活
性
化
へ
の
取
り
組
み
を
大
い

に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　町制施行 60 周年の記念す
べき年に「国指定 史跡 多田
銀銅山」が誕生したことは、
とても喜ばしく、これまでの
取り組みの中でご指導・ご協
力をいただきました関係者の
皆様に深く感謝しています。
　新名神高速道路の開通が
迫り「交通アクセス」「文化財
」「多くの自然」の 3 つの要
素が間もなく揃う今「文化財
を活かしたまちづくり」に力
を入れる時が来ました。
　坂井先生の言葉にもありま
すが、「多田銀銅山」が日本
で名高い石見銀山や佐渡金
銀山に次ぐところまでに認め
られたことは、本町の魅力を
多くの皆様に広く知っていた
だき、訪れていただくチャン
スだと考えています。
　しかし、これにより町全体
で考えなければならない課題
もどんどん見えてきています。
　今後、町をあげて文化財を

守りながら地 区内の
整備を進めることで、
まちの皆さんの生活
がより良いものとなる
よう、まちづくりを進
めていきます。

国
史
跡
指
定
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
多
田
銀
銅
山
～
遺
跡
の
価
値
を
活
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
・
ひ
と
づ
く
り
～
」

▽
と
き　

11
月
15
日
（
日
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
文
化
体
育
館
小
ホ
ー
ル

▽
内
容　

◆
基
調
講
演
「
多
田
銀

銅
山
遺
跡
の
調
査
と
活
用
」
坂
井 

秀ひ
で
や弥

さ
ん
（
奈
良
大
学
教
授
）　

◆
講
演　

①
「
多
田
銀
銅
山
の
鉱
山

学
的
な
価
値
」
井
澤 

英
二
さ
ん
（
九

州
大
学
名
誉
教
授
・

多
田
銀
銅
山
遺
跡
調

査
委
員
）
写
真
上　

②
「
江
戸
時
代
の
多

田
銀
銅
山
」
今
井 

典
子
さ
ん
（
元

住
友
史
料
館
副
館
長
）　

③
「
多
田

銀
銅
山
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
と

ひ
と
づ
く
り
」
村
上 

裕や
す
み
ち道

さ
ん
（
県
教
育

委
員
会
参
事
）
写
真

上　

④
「
事
例
報
告

石
見
銀
山
」
大
國 

晴
雄
さ
ん
（
大

田
市
教
育
長
）

◆
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

▽
参
加
費　

無
料

▽
定
員　

２
０
０
人

▽
申
込
・
問
合
せ　

往
復
は
が
き（
１

人
１
枚
）
に
参
加
者
の
氏
名
・
住
所
・

電
話
番
号
・「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
と

明
記
し
社
会
教
育
室
（
〒
６
６
６
・

０
２
９
２ 

住
所
不
要
）
宛
て
に
郵
送

福
ふ く だ

田 長
ち ょ う じ

治町長

生まれ育ったこの地を守っていきたいこれからのまちづくり
　子どものころは、念力山の採
石の山を滑ったり、間歩の中に
入って遊んでいました。私たちに
とって近所の遊び場だった場所
が「国史跡」と言われてもピン
と来ないのが、今の正直な気持
ちです。
　私が小学生だった昭和 40 年
前後の銀山地区内では、日本
鉱業が操業していました。鉱夫
やその家族が住む飯

は ん ば

場（社宅の
ようなもの）があり、子どもも
多く、銀山地区は賑やかでした。
　しかし、 現 在の 銀 山 地 区
は、12 世帯。高齢化が進み、
１０年後はどうなっているん
だろうと考えることがありま
す。そんな中での「国指定史
跡」。多くの人々に目を向けら
れる可能性のある地となった
今、これからの銀山地区をど
うすべきかを真剣に考える時
だと感じています。

　私は、2 年前の定年退職を機
に、文化財調査を手伝っていま
す。学芸員や専門の先生が間歩
などを調査するのに同行し、実
際の採掘跡などを目の当たりに
しています。何がどうすごいの
かを教えてもらい、少しずつそ
の価値を実感しながら「だから
こそ守らなければならない」と、
感じています。

　高齢者の多い私たちの地区
では、急激な生活変化には耐え
られないかもしれませんが、銀
山の価値をきちんと理解したう
えでしっかりと計画を立て、少
しずつでも環境の変化に対応し
ながら、この地を守っていきた
いと思います。
　多くの方が来られた時に遺
跡が守られた状態で案内でき、
満足して帰っていただけるよう
な環境整備が最優先課題だと
思っています。銀山ならではの
景観を見ていただき、空き家を
活用するなどしてのんびりでき
る和風のカフェなどもあれば喜
んでもらえるのでは…など、考
えると夢は膨らみます。
　私たちにとっては昔から当た
り前にあったものですが、自分
たちの今の生活を守りながら、
その歴史をつなげていけるよ
う、皆で考え少しずつ良い形に
なればと思います。

銀山自治会長　
橋
は し も と

本 光
み つ ひ こ

彦さん

◆
企
画
展　
「
銀
山
攻
略　

第
二
巻

　

役
所
関
連
遺
跡
の
調
査
」

▽
と
き　

平
成
28
年
３
月
27
日

（
日
）
ま
で

▽
と
こ
ろ　

悠
久
の
館

▽
内
容　

調
査
成
果
の
パ
ネ
ル
展
示

◆
特
別
展
示　
「
多
田
銀
銅
山
の
調

査
最
前
線
」

▽
と
き　

11
月
６
日
（
金
）
～
12
月

15
日
（
火
）

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

▽
内
容　

最
新
技
術
を
用
い
た
遺
跡

調
査
方
法
を
紹
介

◆
講
演
会
「
多
田
銀
銅
山
遺
跡
調
査

成
果
報
告
会
」

▽
と
き　

12
月
12
日
（
土
）
午
後
1

時
30
分
～
4
時

▽
と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

◆
遺
跡
を
め
ぐ
る
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー

▽
と
き　

11
月
27
日
（
金
）

▽
ル
ー
ト　

銀
山
地
区
の
主
要
遺
跡

の
見
学
（
距
離　

約
5.1
㎞　

所
要
時

間　

約
２
時
間
）

◆
多
田
銀
銅
山
の
鉱
石
を
調
べ
よ
う

▽
と
き　

平
成
28
年
１
月
９
日

（
土
）
午
前
10
時
～
正
午

▽
と
こ
ろ　

悠
久
の
館

※
詳
細
は
、
随
時
広
報
い
な
が
わ
な

ど
に
掲
載
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

▽
問
合
せ　

社
会
教
育
室
（
☎
７
６

７
・
２
６
０
０
）

銀山地区での勉強会

調査現場での橋本さん

「
国
指
定
史
跡 

多
田
銀
銅
山
遺
跡
」
の
こ
れ
か
ら

坂
井
先
生
な
ど
の
お
話
が
聞
け
る

特集
　

 国指定史跡 多田銀銅山

まちの皆さんに、重要
性を認識して欲しい

− 7− − 6−広報いながわ 平成 27 年 11 月（915 号）

多
田
銀
銅
山
を
も
っ
と
知
ろ
う
！
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国
民
一
人
ひ
と
り
に
個
人
番
号

が
割
り
当
て
ら
れ
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
社
会
保
障
・
税
番
号
）
制
度

の
施
行
に
伴
い
、
個
人
番
号
が
記
さ

れ
た
通
知
カ
ー
ド
が
発
送
さ
れ
ま

す
。
町
で
は
11
月
下
旬
頃
よ
り
順
次

お
届
け
す
る
予
定
で
す
。
そ
こ
で
今

回
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
疑
問
に
、

わ
か
り
や
す
く
お
答
え
し
ま
す
。

◇　
　
　

◇　
　
　

◇

Ｑ
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
っ
て
何
？

Ａ
．
住
民
登
録
の
あ
る
人
全
員
に
、

異
な
る
12
桁
の
番
号
が
割
り
当
て

ら
れ
ま
す
。
来
年
1
月
か
ら
、
国

の
行
政
機
関
や
地
方
公
共
団
体
は
、

社
会
保
障
・
税
・
災
害
関
連
の
個
人

情
報
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
結
び
付

け
る
こ
と
で
、
行
政
手
続
き
を
効
率

化
し
、
よ
り
正
確
な
情
報
を
管
理
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

複
数
の
機
関
で
情
報
を
共
有
で
き

る
の
で
、
よ
り
早
い
手
続
き
が
可
能

に
な
り
ま
す
。

Ｑ
．
ど
ん
な
場
面
で
使
う
の
？

Ａ
．
住
民
税
や
所
得
税
な
ど
の
申
告

手
続
き
、
雇
用
保
険
や
児
童
手
当
な

ど
社
会
保
障
の
手
続
き
、
年
金
や
健

康
保
険
の
受
給
手
続
き
の
際
な
ど
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
勤
務
先
や
金
融
機
関
が
個
人

に
代
わ
っ
て
所
得
の
申
告
や
社
会
保

険
の
手
続
き
を
す
る
場
合
に
は
、
勤

務
先
や
金
融
機
関
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
伝
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
．
個
人
に
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の
？

Ａ
．
社
会
保
障
や
納
税
に
必
要
な
添

付
書
類
が
少
な
く
な
る
ほ
か
、
窓
口

に
行
く
回
数
が
減
る
な
ど
、
行
政
手

続
き
が
簡
単
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
自
分
の
情
報

が
い
つ
、
ど
こ
で
使
わ
れ
た
か
の
履

歴
や
、
年
金
情
報
な
ど
を
確
認
で
き

る
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」
が
開
設
さ

れ
る
予
定
で
す
。
希
望
者
に
は
申
請

に
よ
り
、
来
年
１
月
か
ら
個
人
番
号

カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

Ｑ
．
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
何
に
使
え

る
の
？

Ａ
．
カ
ー
ド
表
面
に
は
氏
名
・
住
所
・

生
年
月
日
・
性
別
と
本
人
の
顔
写
真

が
表
示
さ
れ
、
裏
面
に
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
本
人
確
認

の
た
め
の
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用

し
た
り
、
カ
ー
ド
内
蔵
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ

プ
や
電
子
証
明
書
を
活
用
す
る
こ
と

で
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
や
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
各
種
証
明
書
の

発
行
な
ど
も
で
き
ま
す
。

Ｑ
．
レ
ン
タ
ル
シ
ョ
ッ
プ
の
会
員
登

録
な
ど
の
身
分
証
明
と
し
て
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
も
い
い
？

Ａ
．
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
は
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
民
間

事
業
の
会
員
登
録
な
ど
個
人
番
号
の

利
用
範
囲
外
の
業
務
に
つ
い
て
は
個

人
番
号
収
集
が
認
め
ら
れ
て
お
ら

ず
、
番
号
が
記
さ
れ
た
カ
ー
ド
裏
面

の
コ
ピ
ー
な
ど
は
法
律
違
反
に
な
る

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
子
ど
も
で
も
個
人
番
号
カ
ー
ド

は
申
請
で
き
る
？

Ａ
．
15
歳
未
満
お
よ
び
成
年
被
後
見

人
は
、
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
申
請

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
特
別
な
理

由
が
あ
る
場
合
は
、
市
区
町
村
長
が

認
め
る
任
意
代
理
人
に
よ
っ
て
申
請

が
可
能
で
す
。

Ｑ
．
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た

ら
？

Ａ
．
①
ま
ず
、
カ
ー
ド
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
５
７
０
・
７
８
３
・
５

７
８
）
に
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

②
警
察
か
ら
発
行
さ
れ
た
紛
失
届
の

受
理
番
号
を
提
示
す
れ
ば
再
発
行
で

き
ま
す
。
紛
失
時
に
情
報
漏
え
い
の

恐
れ
が
あ
る
場
合
は
番
号
を
変
更
で

き
ま
す
。

　

町
議
会
議
員
選
挙
は
、
９
月
22
日

に
告
示
さ
れ
、
定
数
16
人
に
対
し
て

19
人
が
立
候
補
し
、
活
発
な
選
挙
運

動
が
展
開
さ
れ
、 

投
票
は
同
27
日
に

町
内
14
カ
所
の
投
票
所
で
一
斉
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

開
票
は
午
後
９
時
か
ら
町
社
会
福

祉
会
館
で
行
わ
れ
、
午
後
10
時
50
分

頃
ま
で
に
す
べ
て
の
当
選
者
が
決
ま

り
ま
し
た
。
内
訳
は
現
職
13
人
、
元

職
１
人
、
新
人
２
人
で
す
。

　

投
票
当
日
の
有
権
者
数
は
、
２
万

４
９
８
１
人
（
男
性
１
万
１
７
８
８

人
、
女
性
１
万
３
１
９
３
人
）
で
、

投
票
者
総
数
は
１
万
３
４
６
９
人
で

し
た
（
有
効
投
票 

１
万
３
３
５
１

人
、
無
効
投
票
１
１
８
人
）。

　

投
票
率
は
、
53
・
92
％
で
、
前
回

（
平
成
23
年
53
・
14
％
）
を
０
・
78

ポ
イ
ン
ト
上
回
り
ま
し
た
。
男
女
別

で
は
、
男
性
が
52
・
54
％
、
女
性
が

55
・
15
％
で
し
た
。

住
民
の
代
表
16
人
選
ば
れ
る

　

改
選
後
初
の
議
会
と
な
る
第

３
７
９
回
臨
時
会
が
10
月
6
日
に
開

催
さ
れ
、
議
長
・
副
議
長
・
監
査
委

員
や
各
常
任
委
員
会
委
員
長
な
ど
が

選
任
さ
れ
ま
し
た
。

議
長　

久
保 

宗
一
さ
ん

副
議
長　

石
井 

洋
二
さ
ん

監
査
委
員　

肥
爪 

勝
幸
さ
ん

▽
問
合
せ　

議
会
事
務
局
（
☎
７
６

６
・
８
７
１
０
）

槻並 73 歳
公明党 現 当 8

南み
な
み 

初は
つ
お男

若葉 65 歳
無所属 元 当 6

中な
か
じ
ま島 

孝た
か
お雄

木津 64 歳
無所属 現 当 2

肥ひ
づ
め爪 

勝か
つ
ゆ
き幸

西畑 64 歳
無所属 現 当 4

西に
し
た
に谷 

八は
ち
ろ
う
じ

郎
治

広根 51 歳
無所属 現 当 3

宮み
や
ひ
が
し東 

豊と
よ
か
ず一

若葉 54 歳
公明党 新 当 1

阪さ
か
も
と本 

ひ
ろ
子

松尾台 62 歳
日本共産党 現 当 6

池い
け
が
み上 

哲て
つ
お男

松尾台 54 歳
無所属 現 当 3

久く

ぼ保 

宗む
ね
か
ず一

松尾台 60 歳
無所属 新 当 1

岡お
か
も
と本 

信の
ぶ
じ司

松尾台 41 歳
無所属 現 当 2

山や
ま
だ田 

京き
ょ
う
こ子

白金 66 歳
民主党 現 当 3

丸ま
る
や
ま山 

純
じ
ゅ
ん

上野 63 歳
日本共産党 現 当 8

下し
た
ぼ
う坊 

辰た
つ
お雄

伏見台 75 歳
無所属 現 当 6

福ふ
く
い井 

澄す
み
え榮

白金 53 歳
無所属 現 当 2

加か
と
う藤 

郁い
く
こ子

猪渕 63 歳
無所属 現 当 2

下し
た
が
み神 

實み

ち

よ
千
代

若葉 60 歳
無所属 現 当 3

石い
し
い井 

洋よ
う
じ二

役
職
な
ど
決
定

当 1,232　中島 孝雄
当 1,095　阪本 ひろ子
当 1,083　南  初男
当   991　宮東 豊一
当　 819　山田 京子
当   807　丸山  純
当   793　池上 哲男
当   698　西谷 八郎治
当   649　肥爪 勝幸
当   643　久保 宗一

当　606　下坊 辰雄
当   588　岡本 信司
当   571　福井 澄榮
当   554　石井 洋二
当   547　下神 實千代
当   525　加藤 郁子
　　471　末松 早苗
　　381　安井 和広
　　298　上林 辰巳
◆ 投票総数　13,469

開 
票 
結 

果

総務文教
常任委員会

◎宮東 豊一 ○加藤 郁子、池上 哲男、久保 宗一
阪本 ひろ子、肥爪 勝幸、福井 澄榮、山田 京子

生活建設
常任委員会

◎下坊 辰雄 ○下神 實千代、石井 洋二、岡本 信司
中島 孝雄、西谷 八郎治、丸山 純、南 初男

議会運営
委員会

◎南 初男 ○丸山 純、池上 哲男、石井 洋二
下神 實千代、西谷 八郎治

議会広報
特別委員会

◎下神 實千代 ○加藤 郁子、阪本 ひろ子
下坊 辰雄、西谷 八郎治、丸山 純

新名神高速道路
対策特別委員会

◎丸山 純 ○山田 京子、石井 洋二、岡本 信司
下坊 辰雄、中島 孝雄、肥爪 勝幸、南 初男

町
議
会
各
委
員
会
（
敬
称
略
） ◎ = 委員長、○ = 副委員長　

災害
支援金の手続

き、被災者台帳
の作成など

マイナンバー詐欺にご用心！
　電話で行政機関の職員を名乗り、マイナン
バー制度を悪用し、口座番号や個人の資産を
聞き出そうとしたり、「早く手続きをしない
と刑事事件になる」などと脅迫する事案が発
生しています。
　行政機関が電話で個人番号を通知したり、
金銭を要求することはありません。

　マイナンバー制度に便乗した
不正な勧誘や個人情報の取得に
は十分に注意してください。
◆問合せ　内閣府コールセンター

（☎ 0570 － 20 － 0178）
午前 9 時 30 分～午後 10 時（土・
日・祝日は午後 5 時 30 分まで）

　

町
議
会
議
員
選
挙
の
投
票
が
９
月
27
日
に
行
わ
れ
、
16
人
の
新
し
い

町
議
会
議
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。
28
日
に
は
根
本
善
弘
町
選
挙
管
理
委

員
会
委
員
長
か
ら
、
当
選
者
に
当
選
証
書
が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
４
年
間
、
住
民
の
代
表
と
し
て
、
皆
さ
ん
の
声
を
町
政
に

反
映
さ
せ
る
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。(

敬
称
略
。
略
歴
は
、
氏
名
・
現
住
所
・
年
齢
・
党
派
・
新
現
元
別
・
当
選
回
数)

町議会、新たな体制へ
▶問合せ　町選挙管理委員会事務局（総務課内☎ 766 － 8708）～

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度 

Ｑ
＆
Ａ
～

（
敬
称
略
）

※
内
閣
官
房
Ｈ
Ｐ
「
よ
く
あ
る
質
問
（
Ｆ
Ａ
Ｑ
）」
よ
り
一
部
引
用

税
住民税や所得税
などの手続き

社会保障
雇用保険、生活
保護、児童手当
などの手続き

※個人番号カードが必要です

マイナちゃん

マイナンバー制度はこんな場面で…

マイナポータル
自らの情報が提供
された履歴や年金

情報確認など

コンビニ交付
住民票、印鑑登
録証明書の交付

など
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