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松永 ひさみ

鎌屋 郁子

か
つ
て
多
田
銀
銅
山
と
呼
ば
れ

繁
栄
を
誇
っ
て
い
た
銀
山
地
区
。

そ
の
歴
史
を
知
っ
て
い
る
人
も
多

い
で
し
ょ
う
。
私
達
も
銀
山
の
歴

史
は
多
少
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
学
芸
員
の
井
上
さ
ん
に
代
官

所
跡
遺
跡
や
青
木
間
歩
を
案
内
し

て
も
ら
い
、
改
め
て
そ
の
奥
深
さ

を
知
り
ま
し
た
。

気
持
ち
の
よ
い
季
節
に
な
り
ま

し
た
。
今
年
の
春
は
、
過
ぎ
去
っ

た
時
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
銀

山
の
散
策
を
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。【

い
な
が
わ
特
派
員
】

春
爛
漫
。
町
内
に
は
春
に
訪
れ
た
い
名
所
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
が
、
私
達
は
豊
臣
秀
吉
の
埋
蔵
金
伝
説
で
有
名
な
多
田
銀
銅
山

が
あ
る
銀
山
地
区
を
散
策
し
ま
し
た
。
伝
説
は
今
な
お
、
謎
を
秘

め
た
ま
ま
人
々
に
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
館

で
行
わ
れ
た
銀
山
役
人
の
食
事
を
再
現
す
る
催
し
に
も
参
加
し
ま

し
た
。

今
回
は
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
銀
山
を
紹
介
し
ま
す
。

銀
山
川
に
沿
っ
て
14
世
帯
が
家

を
連
ね
る
銀
山
地
区
は
、
多
田
銀

銅
山
で
そ
の
名
を
全
国
に
轟
か
せ

た
江
戸
時
代
、
銀
山
町
と
し
て
栄

え
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
銀
山
三
千

軒
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
賑
わ
い

で
し
た
。
今
も
「
本
町
」
「
新
町
」

な
ど
谷
あ
い
の
里
に
は
み
ら
れ
な

い
地
名
や
、
昔
の
繁
栄
ぶ
り
が
う

か
が
え
る
「
長
者
町
」
の
地
名
が

残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
華
や
か
だ
っ
た
銀

山
地
区
、
そ
の
歴
史
は
多
田
銀
銅

山
の
歴
史
で
も
あ
り
ま
す
。

多
田
銀
銅
山
は
北
摂
一
帯
に
広

が
る
広
大
な
鉱
山
で
、
採
掘
は
奈

良
時
代
に
始
ま
り
ま
し
た
。

豊
臣
政
権
の
頃
に
採
掘
の
盛
山

期
を
迎
え
、
こ
こ
で
産
出
さ
れ
た

銀
が
豊
臣
家
の
財
政
を
支
え
た
と

い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
間
歩
と
呼

ば
れ
る
坑
道
の
名
で
も
推
し
量
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
秀
吉
の
馬
印

で
あ
っ
た
千
成
瓢
箪
（
せ
ん
な
り

ひ
ょ
う
た
ん
）
か
ら
名
付
け
ら
れ

た
「
瓢
箪
間
歩
」、
大
阪
城
の
台
所

を
潤
す
ほ
ど
の
産
出
量
が
あ
っ
た

と
さ
れ
る
「
台
所
間
歩
」
が
今
も

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
豊
臣

家
の
前
途
を
案
じ
た
秀
吉
が
、
莫

大
な
財
宝
を
間
歩
の
奥
深
く
に
隠

し
た
と
い
う
埋
蔵
金
伝
説
は
、
今

も
多
く
の
人
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

一
時
、
人
払
い
さ
れ
た
多
田
銀
銅

山
は
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
良
質
な

鉱
脈
の
発
見
に
よ
り
再
び
盛
山
期
を

迎
え
ま
す
。
幕
府
は
こ
こ
一
帯
を
直

轄
領
と
し
、
銀
山
に
代
官
所
を
置
き
、

役
人
に
管
理
さ
せ
ま
し
た
。
代
官
所

は
明
治
初
期
ま
で
約
２
０
０
年
間
設

置
さ
れ
、
当
時
の
絵
図
に
は
銀
山
町

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

明
治
以
降
は
い
く
つ
か
の
大
資

本
家
に
採
掘
さ
れ
ま
し
た
が
、
産

出
量
が
減
少
し
昭
和
48
年
に
閉
山
、

そ
の
長
い
歴
史
を
閉
じ
ま
し
た
。

か
つ
て
の
賑
わ
い
が
う
そ
の
よ

う
に
静
ま
り
か
え
っ
た
現
在
の
銀

山
地
区
。
辺
り
を
歩
く
と
あ
ち
ら

こ
ち
ら
で
目
に
す
る
の
が
ヘ
ビ
ノ

ネ
コ
ザ
で
す
。
こ
れ
は
鉱
山
付
近

に
よ
く
生
育
す
る
シ
ダ
類
の
植
物

で
、
か
つ
て
鉱
山
師
は
こ
れ
を
目

印
に
鉱
山
を
探
し
た
そ
う
で
す
。

銀
山
の
守
り
神
で
あ
る
金
山
彦
神

社
や
代
官
所
の
門
な
ど
史
跡
も
多

く
、
銀
山
は
今
も
当
時
の
面
影
を

色
濃
く
残
し
て
い
ま
す
。

青
木
間
歩
は
、
平
成
14
年
３
月

に
整
備
が
完
了
し
、
中
を
見
学
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
坑
内

で
は
銅
の
鉱
床
を
、
間
歩
の
上
で

は
ノ
ミ
や
タ
ガ
ネ
を
使
っ
て
掘
っ

た
手
掘
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
生
涯
学
習
課
学
芸
員
の
井
上

知
香
さ
ん
は
「
間
歩
の
中
に
入
っ

て
、
ど
う
や
っ
て
穴
を
掘
っ
た
の

だ
ろ
う
と
考
え
た
り
、
中
と
外
の

温
度
差
を
感
じ
た
り
し
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
上
向
き
に
ラ
イ
ト

が
照
ら
す
場
所
を
よ
く
見
る
と
、

鉱
脈
の
跡
が
あ
り
ま
す
。
自
分
で

問
題
点
を
探
し
て
観
察
す
る
と
お

も
し
ろ
い
で
す
よ
」
と
間
歩
の
楽

し
み
方
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

３月７日、ふるさと館で「昔の食べものや文化を学ぼう」

という催しが行われました。これは、江戸時代に食べられて

いた食事を通して、当時の食生活や文化を学ぼうというもの

です。最後の銀山役人であった秋山良之助が書き残した日記

をもとに、江戸時代の銀山役人の食事が再現されました。他

に庶民の食事、行楽弁当も再現され、参加者は貴重な江戸時

代の器に盛られた「庶民の食事」を味わいました。どの料理

も旬のものを取り入れ、素材の味を生かしたものばかり。な

かには山芋の芽である「むかご」など、現在では入手が難し

い食材もあり、昔の食事は現代においては贅沢な食事と言え

るかもしれません。再現された食事から、私達は当時の食文化

や生活をうかがい知ることができました。

参加者からは、「大根飯って意外においしいですね」「役人

の食事の豪華さには驚きました」「江戸時代の文化に触れる

ことができ、興味深かった」との声が聞かれました。

～庶民の食事～

・大根飯・むかごご飯・大根

と薄あげの煮物（お頭付じゃ

こ１匹とこんぶ添え）・大根

のかす汁・お茶（自家製）・

麦こがし

�はったい粉とさとう

を湯で溶き自分で練って食べ

る“麦こがし”に、「一番おい

しかった」と子ども達は

大喜びでした。

～銀山役人の食事～�

・せりご飯・鳥のみそ

焼き・菜の花のからし

和え・山菜と百合根と

ひろうすの煮物・厚揚

げとしいたけと人参の

煮物・鯛のこぶじめ・

鯛のあらの味噌汁・お

茶（宇治の喜撰茶）・

ようかん

▲青木間歩
あおきまぶ

薬用として利用される植物アオ

キが繁茂していたことから名が

ついたといわれる。全長約60ｍ

代官所の門▼

代官所の門を移設したと

いわれる

�代官所跡遺跡

発掘調査により、建物跡や畑跡、石垣

を登るための階段跡などが発見され、

当時の敷地利用の様子が今も残る絵図

とほぼ一致する（写真は石垣を積み残

した痕跡）

金山彦
かなやまひこ

神社

奥の薬師堂は暗闇

での作業に従事す

る鉱夫達から目の

神様として信仰を

集めたといわれる

青
木
間
歩
を
探
検
し
よ
う

青木間歩
9：00～17：00

（年末年始休み）

ふるさと館
9：00～17：00

（月曜休館）

関係施設の
開所時間

全国に名を馳せた多田銀銅山

時時と

代代き

のの

政政

権権

をを

支支

ええ

たた

銀銀

銅銅

山山

銀山公会堂

公 会 堂 周 辺

と、代官所跡

地は、桜や彫

刻の道の石彫

が楽しめる
至 宝塚

至 南田原

至 広根

▲銀山橋

台所
だいどころ

間歩
まぶ

※

瓢箪
ひょうたん

間歩
まぶ

※

今
も
残
る
お
も
か
げ

※瓢箪間歩・台所間歩には入れません

緑で塗りつぶした道は

近畿自然歩道

全国に名を馳せた多田銀銅山


