
寄特
稿別

第
一

た
た
ら
製
鉄
と
は

日
本
で
は
、
金
銀
銅
鉄
な
ど
金
属
の
生
産
・
加
工
に
関
わ
っ
て
、
古
来
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
が
崇
敬

島
ま
つ
ま
、
'
コ
島
め
の
ま
ひ
と
つ
い
し
こ
り
υ
」
め

の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
記
紀
神
話
に
見
ら
れ
る
天
津
麻
羅
(
天
目
一
箇
神
)
、
石
凝
娼
、

金
山
彦
、
金
山
姫
と
い
っ
た
神
々
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
古
典
神
以
外
に
も
稲
荷
神
や
荒
神
、
山
神

な
ど
が
代
表
例
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
山
陰
を
中
心
と
し
た
中
国
地
方
に
お
い
て
は
、
と
く
に
、

た
た
ら
製
鉄
を
め
ぐ
っ
て
金
屋
子
神
が
崇
敬
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

金
屋
子
神
は
、
出
雲
能
義
郡
西
比
田
(
現
安
来
市
広
瀬
町
)
所
在
の
金
屋
子
神
社
を
本
社
と
し
て
、

出
雲
、
伯
耆
備
後
、
石
見
に
わ
た
っ
て
二
二
の
分
社
を
数
え
た
と
言
わ
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
地
域

の
舮
場
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
社
会
の
小
祠
や
神
木
に
も
そ
の
名

が
数
多
く
見
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
大
正
期
以
降
、
た
た
ら
製
鉄
が
急
速
に
衰
退
し
て
い
く
な
か
で
、

こ
の
よ
う
な
地
域
社
会
に
お
け
る
金
屋
子
神
崇
敬
も
衰
微
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。

金
屋
子
神
を
め
ぐ
っ
て
は
、
大
正
元
(
一
九
三
)
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
浜
田
出
身
の
冶
金

学
者
俵
国
一
が
『
鉄
山
秘
書
』
を
翻
刻
し
て
か
ら
、
般
の
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

た
。
同
書
は
、
伯
耆
日
野
郡
の
舮
経
営
者
下
原
重
仲
が
天
明
四
(
七
八
四
)
年
に
完
成
さ
せ
た
、

た
た
ら
製
鉄
の
指
南
書
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
書
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
は
「
金
屋
子
神
祭
文
」

を
始
め
と
し
て
、
金
屋
子
神
に
関
わ
る
生
き
生
き
と
し
た
伝
承
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
祭
文
は
比
田
金
屋
子
神
社
の
由
来
譚
で
あ
り
、
白
に
乗
っ

て
比
田
の
山
林
の
桂
の
木
に
降
り
立
っ
た
金
屋
子
神
を
、
在
地
の
安
部
正
重
な
る
者
が
見
出
し
、
み

ず
か
ら
こ
れ
を
祀
る
神
主
と
な
っ
て
た
た
ら
製
鉄
の
技
術
を
伝
授
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
祭
文
に
加

え
て
、
金
屋
子
神
は
血
の
桟
れ
を
厭
い
な
が
ら
も
逆
に
死
の
識
れ
を
好
む
、
あ
る
い
は
ま
た
金
屋
子

金
屋
子
神
の
諸
相

山
崎

亭

神
は
女
神
で
あ
る
が
故
に
女
性
を
嫌
う
と
い
っ
た
伝
承
や
、
村
下
の
屍
体
が
金
屋
子
神
の
神
体
で
あ

る
と
か
、
死
亡
し
た
村
下
の
觸
憾
の
色
の
変
化
で
鉄
の
出
来
を
占
っ
た
と
い
っ
た
い
さ
さ
か
猟
奇
的

な
記
述
も
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
神
主
の
安
部
氏
は
金
屋
子
神
と
同
一
視
さ
れ
る
ほ
ど
の
絶
大
な
「
神

徳
」
を
も
っ
て
、
毎
年
各
地
の
舮
場
を
回
り
、
金
屋
子
神
崇
敬
の
「
勧
化
」
に
努
め
た
と
も
述
べ
ら

れ
る
。
『
鉄
山
秘
書
』
に
描
か
れ
る
金
屋
子
神
の
こ
の
よ
う
に
特
異
な
性
格
が
大
方
の
注
目
を
集
め
、

こ
れ
を
契
機
と
し
て
昭
和
期
以
降
、
牛
尾
三
千
夫
や
石
塚
尊
俊
ら
在
地
の
民
俗
学
者
を
中
心
に
金
屋

子
信
仰
研
究
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
『
鉄
山
秘
書
』
ほ
ど
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
近
世
末
の
山
陰
地
方
に
は

金
屋
子
神
の
由
来
を
説
く
さ
ま
ざ
ま
な
縁
起
類
が
出
ま
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
最
も
浩
瀚
な
も

の
が
『
金
屋
子
縁
記
抄
』
全
五
巻
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
は
、
石
田
春
律
1
近
世
石
見
の
代
表
的
な

地
誌
『
石
見
八
重
葎
』
の
著
者
で
あ
り
、
石
見
那
賀
郡
大
田
村
桜
谷
錚
の
経
営
者
で
も
あ
っ
た
ー

が
、
文
政
八
(
一
八
二
五
)
年
に
完
成
さ
せ
た
た
た
ら
製
鉄
の
解
説
書
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
儒
仏

神
混
渚
の
独
特
の
思
想
に
基
づ
い
て
、
石
見
地
方
の
た
た
ら
製
鉄
の
起
源
と
展
開
と
が
、
金
屋
子
神

の
事
跡
に
言
寄
せ
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
神
話
的
記
述
の
故
に
全
体
の
脈
絡
が
把
握
し
に
く
く
、

こ
れ
ま
で
研
究
者
に
も
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
舮
技

術
の
解
説
を
再
評
価
す
る
動
き
も
現
わ
れ
て
い
る
。
本
展
に
は
現
本
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、
金
屋

子
神
に
関
わ
る
粗
筋
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

い
ざ
な
き
い
ざ
な

須
弥
山
に
籠
っ
て
い
た
「
金
エ
ノ
神
」
た
る
金
山
姫
神
が
、
伊
弊
諾
・
伊
坤
冉
神
に
懇
願
さ
れ

て
日
本
に
到
来
し
、
諾
冉
両
神
の
子
で
あ
る
金
山
彦
神
と
夫
婦
に
な
っ
て
、
夫
に
「
金
エ
ノ
道
」

1

金
属
加
工
の
技
術
を
伝
授
す
る
(
一
巻
)
。
次
い
で
金
山
姫
は
金
山
彦
の
在
所
で
あ
る
大
和
天
香
具

山
の
麓
で
「
玉
ノ
様
成
ル
男
子
」
の
金
屋
子
神
を
産
む
全
巻
)
。
両
神
は
や
が
て
巻
属
も
引
き
連

れ
て
備
中
加
陽
郡
中
山
村
細
河
谷
に
移
り
、
初
め
て
た
た
ら
製
鉄
を
営
む
。
こ
こ
に
成
立
す
る
の
が

「
備
後
流
」
の
舮
で
あ
る
。
約
一
0
年
後
、
金
山
姫
・
金
山
彦
・
金
屋
子
三
神
は
金
の
産
地
で
あ
る

奥
州
信
夫
郡
福
島
村
山
家
谷
と
小
田
郡
金
華
山
、
銀
の
産
地
で
あ
る
佐
渡
島
等
東
国
の
鉱
業
地
を



歴
訪
す
る
が
、
そ
の
帰
途
、
美
濃
国
不
破
郡
南
宮
村
に
お
い
て
金
山
姫
・
金
山
彦
が
「
神
去
リ
給
」

)
、

そ
の
墓
所
と
し
て
南
宮
大
社
(
現
岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
)
が
造
立
さ
れ
る
。
金
屋
子
神
は
さ

しら
に
諸
国
を
回
り
、
諾
冉
両
神
の
勧
め
も
あ
っ
て
石
見
那
賀
郡
浅
利
村
'
,
ノ
鳥
家
崎
に
到
り
、
石
見

地
方
で
初
の
銅
場
を
構
え
る
(
三
巻
)
。
次
い
で
大
田
村
の
金
屋
子
鋲
(
後
の
桜
谷
舮
)
を
創
設
し
、

こ
こ
か
ら
邑
智
郡
に
舮
の
技
術
が
伝
わ
っ
て
「
出
羽
流
」
が
起
こ
る
(
四
巻
)
。
金
屋
子
神
は
齢
を

重
ね
た
後
、
出
雲
能
義
郡
黒
田
郷
比
田
村
に
天
降
る
が
、
そ
の
子
孫
が
安
部
氏
で
あ
り
、
「
筋
張
鑪

床
」
と
い
う
新
し
い
銅
の
構
造
を
編
み
出
し
た
(
五
巻
)
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
荒
唐
無
稽
な
神
話
風
の
物
語
だ
が
、
当
時
知
ら
れ
て
い
た
全
国
の
鉱
業
地
の
工

ピ
ソ
ー
ド
を
折
り
込
み
な
が
ら
、
石
見
の
舮
、
な
か
で
も
春
律
が
経
営
す
る
桜
谷
舮
の
先
進
性
を
、

金
屋
子
神
と
の
関
連
で
巧
み
に
説
明
す
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
よ
う
な
『
金
屋
子

縁
記
抄
』
の
内
容
は
、
当
時
流
布
し
て
い
た
多
様
な
伝
承
に
依
拠
し
つ
っ
も
、
春
律
の
創
意
に
よ
る

部
分
が
多
い
だ
ろ
う
が
、
『
鉄
山
秘
書
』
の
ス
ト
イ
ッ
ク
な
記
述
と
は
趣
を
異
に
し
、
神
々
に
よ
る

舮
場
で
の
作
業
を
描
き
出
す
純
朴
な
挿
画
と
も
ど
も
、
九
世
紀
初
頭
の
石
見
地
方
に
お
け
る
銅
製

鉄
の
一
端
を
示
す
、
貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

第
一
章
た
た
ら
契
鉄
と
は

と
こ
ろ
で
『
金
屋
子
縁
記
抄
』
に
は
比
田
金
屋
子
神
社
へ
の
直
接
の
言
及
は
見
当
た
ら
ず
、
金
屋

子
神
も
ま
ず
最
初
に
石
見
地
方
で
み
ず
か
ら
た
た
ら
製
鉄
を
営
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

現
実
問
題
と
し
て
金
屋
子
神
崇
敬
が
、
石
見
で
も
比
田
金
屋
子
神
社
か
ら
の
「
勧
化
」
に
基
づ
い
て

い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
た
と
え
ば
明
治
初
年
、
小
祠
や
森
神
(
神
木
)
に
祀
ら
れ
る
金
屋

子
神
は
、
津
和
野
藩
を
除
く
石
見
地
方
で
二
二
0
柱
を
数
え
た
が
、
そ
の
う
ち
、
郡
別
の
分
布
で
は

邑
智
郡
が
九
一
柱
で
七
割
弱
、
那
賀
郡
が
二
八
柱
で
二
割
強
で
あ
っ
た
(
『
神
社
書
上
帳
』
[
明
治
四

年
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
]
に
よ
る
集
計
)
。
こ
の
数
字
は
、
比
田
金
屋
子
神
社
に
残
さ
れ
た
「
勧

進
帳
」
 
1
寛
政
三
(
一
七
九
)
年
、
文
化
四
(
一
八
0
七
)
年
、
文
政
二
(
一
八
一
九
)
年
に
、

社
殿
再
建
の
た
め
の
奉
加
金
を
収
め
た
鉄
師
た
ち
の
名
簿
1
に
見
ら
れ
る
銅
・
鍛
冶
の
郡
別
分
布

パ
タ
ー
ン
と
ほ
ぽ
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
石
見
全
域
で
延
べ
一
四
九
ケ
所
を
数
え
る
こ
れ
ら
の
舮

鍛
冶
の
う
ち
、
邑
智
郡
が
九
一
ケ
所
で
約
六
割
、
那
賀
郡
が
三
一
ケ
所
で
約
二
割
を
占
め
て
い
た

(
鉄
の
文
化
圏
推
進
協
議
会
編
『
金
屋
子
神
信
仰
の
基
礎
的
研
究
』
[
岩
田
書
院
、
二
0
0
四
年
]
所

収
の
一
覧
表
に
よ
る
集
計
)
。
も
っ
と
も
、
双
方
の
資
料
に
見
出
さ
れ
る
地
名
は
必
ず
し
も
相
互
に

対
応
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
金
屋
子
神
社
の
「
勧
化
」
の
範
囲
が
、
地
域

社
会
に
お
け
る
金
屋
子
神
崇
敬
の
範
囲
と
重
な
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

近
世
後
半
以
降
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
共
に
在
地
産
業
化
し
た
た
た
ら
製
鉄
が
永
代
舮
の
施
設
を

大
型
化
さ
せ
る
な
か
で
、
金
屋
子
神
の
崇
敬
は
、
比
田
金
屋
子
神
社
の
「
勧
化
」
を
通
じ
急
速
に
拡

が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
成
否
が
人
為
だ
け
で
は
ど
ぅ
に
も
な
ら
ず
、
常
に
危
険
と
も

隣
り
合
わ
せ
の
た
た
ら
製
鉄
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、
い
っ
そ
う
強
力
な
神
格
へ
の
崇
敬
が
要
請

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
で
、
金
屋
子
神
に
は
多
様
な
諸
相
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
で
に
触
れ
て
き
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
姿
に
し

て
も
、
一
方
で
は
三
宝
荒
神
の
系
譜
に
つ
な
が
る
急
怒
相
、
他
方
で
は
た
お
や
か
な
女
神
像
と
い
う
、

両
極
端
の
容
貌
を
呈
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
小
祠
や
森
神
に
祀
ら
れ
る
金
屋
子
神
の
な
か
に
は
、
当

初
銅
場
や
鉄
穴
に
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
移
転
後
に
地
域
社
会
の
守
護
神
と
し
て
受
け
継
が

れ
て
ぃ
く
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
邑
智
郡
に
隣
接
す
る
備
後
双
三
郡
に
伝
わ
る
「
ば
ん
こ
節
」
に

は
、
「
た
》
ら
打
ち
た
や
、
此
ふ
ろ
や
ぷ
へ
/
塩
と
御
幣
で
、
浄
め
て
お
い
て
/
い
は
い
こ
め
た
や
、

か
な
い
ご
じ
ん
を
」
と
い
う
唱
句
が
残
さ
れ
て
お
り
(
『
偲
諺
集
』
)
、
「
ふ
ろ
」
と
は
森
の
こ
と
を
指

す
が
故
に
、
こ
れ
は
森
神
と
し
て
金
屋
子
神
を
祀
る
心
意
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
永
代
舮
以
前

の
野
舮
の
か
す
か
な
記
憶
を
読
み
取
る
こ
と
さ
え
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
た
ら
製
鉄
と
い
う
前

近
代
の
基
幹
産
業
を
め
ぐ
っ
て
中
国
地
方
の
人
々
が
抱
い
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
、
金
屋
子
神

崇
敬
の
多
様
な
形
に
は
お
そ
ら
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。


