
中
世
東
国
の
鉄
文
化
解
明
の
前
提
和
鉄
生
産
に
お
け
る
「
常
き
の
点
検
を
中
心
に
　
　
福
田
豊
彦

⊂
コ

●Φ
「
ω
冨
コ
合
＝
O
書
Φ
一
δ
コ
O
巳
言
「
Φ
一
「
ニ
コ
Φ
＝
0
9
Φ
＜
9
一
m
O
O
吟
Φ
∋
」
③
唱
O
コ

0
問
題
の
所
在

②近
世
市
場
に
流
通
し
て
い
た
鉄
素
材

●前
近
代
に
お
け
る
製
鉄
と
製
鋼
の
基
本
形
態

0大
鍛冶
遺
跡
の
見
直
し
を

［論
文
要

旨
］

　中
世
の
東
国
に
は
、
鉄
の
加
工
に
関
す
る
断
片
的
な
史
料
は
あ
っ
て
も
、
鉄
の
生
産
（
製
錬
）
を
　
　
　
と
種
別
を
調
べ
、
そ
の
鉄
の
生
産
方
法
を
検
討
し
、
そ
れ
を
過
去
に
遡
っ
て
中
世
の
鉄
の
生
産
と
加

示
す
証
拠
は
な
く
、
そ
こ
に
は
学
問
的
な
混
乱
も
認
め
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
技
術
を
推
定
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
諸
点
を
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
で
き
た
。

　し
か
し
古
代
に
関
し
て
は
、
律
令
・
格
式
や
風
土
記
・
和
名
類
聚
抄
な
ど
を
始
め
、
鉄
の
生
産
と
　

①
市
場
に
流
通
し
た
鉄
の
種
類
に
関
し
て
は
、
近
世
の
前
期
と
後
期
で
多
少
の
変
化
が
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
く
て
つ

利
用
に
関
す
る
文
字
史
料
は
少
な
く
な
い
し
、
考
古
学
的
な
遺
跡
と
出
土
遺
物
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
。
　
　
　
る
が
、
炭
素
量
の
多
い
鋳
物
用
の
「
銑
」
と
、
炭
素
量
の
ご
く
少
な
い
「
熟
鉄
」
が
基
本
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
が
ね

そ
し
て
何
よ
り
も
、
鉄
生
産
で
は
既
に
永
い
歴
史
を
も
つ
大
陸
の
状
況
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
　
　
　
　
っ
た
。
刃
物
生
産
に
使
わ
れ
る
「
劔
」
が
、
商
品
と
し
て
市
場
に
流
通
す
る
の
は
江
戸
時
代
も

る
。
一
方
、
近
世
に
な
る
と
、
中
国
山
地
と
奥
羽
山
地
の
鉄
山
師
の
記
録
を
始
め
、
直
接
的
な
鉄
生
　
　
　
　
後
期
以
降
の
よ
う
で
、
中
世
の
銀
製
造
技
術
は
、
当
時
の
刃
物
鍛
冶
の
職
掌
に
属
し
て
い
た
も
の

産
の
記
録
も
少
な
く
な
い
し
、
流
通
・
加
工
の
関
係
史
料
に
も
恵
ま
れ
、
本
草
家
な
ど
の
辞
典
的
な
　
　
　
　
と
推
察
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
と
う

記
述
も
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
近
世
後
期
、
宝
暦
年
間
と
伝
え
ら
れ
る
大
鋼
の
発
明
以
後
に
は
、
直
接
製
鋼
を
主
と
す
る
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ら

　中
世
で
も
西
日
本
に
関
し
て
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
荘
園
関
係
史
料
に
よ
っ
て
生
産
と
流
通
の
　
　
　
　
ゆ
る
「
錯
押
技
法
」
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
以
前
は
銑
鉄
生
産
を
主
と
す
る
技
法
が
主
流
で
、
わ

大
要を
把
握
で
き
る
し
、
近
年
は
考
古
学
的
に
確
実
な
生
産
遺
跡
も
発
掘
さ
れ
、
文
書
史
料
と
の
関
　
　
　
　
が
国
で
も
二
段
階
製
鋼
法
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

係も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
東
国
に
関
し
て
は
、
鉄
の
生
産
方
法
を
示
す
史
料
　

③

し
か
し
『
和
漢
三
才
図
会
』
や
『
箋
注
倭
妙
類
聚
抄
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
銑
鉄
生
産
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ら

も
な
い
。
ま
た
考
古
学
的
な
発
掘
遺
跡
に
も
確
実
な
も
の
は
な
く
、
鉄
生
産
（
鉄
製
錬
）
の
遺
跡
か
　
　
　
　
技
法
で
は
、
銑
鉄
の
他
に
熟
鉄
が
生
産
さ
れ
、
こ
れ
が
「
鑓
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

鋼
精
錬
の
遺
跡
か
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
評
価
が
分
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
近
世
初
期
の
鉄
の
生
産
と
流
通
・
加
工
の
方
式
は
、
中
世
に
も
ほ
ぼ
適
用
で
き
る
で

　そ
こ
で
本
稿
で
は
、
資
料
的
に
豊
か
な
近
世
史
料
に
よ
っ
て
、
市
場
に
流
通
し
て
い
た
鉄
の
名
称
　
　
　
あ
ろ
う
。

3
5
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0
問
題
の
所
在

　
歴
博
在
職
当
時
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
特
定
研
究
「
列
島
内
諸
文
化
の
相
互
交
流

ー
北
部
日
本
に
お
け
る
文
化
交
流
ー
」
の
報
告
を
集
録
す
る
本
号
に
は
、
「
中
世
に

お
け
る
東
日
本
の
鉄
文
化
」
に
つ
い
て
纏
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
研
究
会
の
席
上
「
鉄
を
中
心
に
み
た
北
方
世
界
－
鉄
と

馬
と
海
獣
と
ー
」
と
題
し
て
史
料
を
提
示
し
て
報
告
し
、
古
代
～
中
世
初
期
の
関
連

史
料
を
提
示
し
て
「
鉄
」
の
生
産
と
交
易
か
ら
北
方
世
界
の
位
置
づ
け
を
検
討
し
た

（
一
九
九

二

年
九
月
）
。
そ
し
て
そ
こ
で
論
じ
た
問
題
は
、
定
年
退
官
後
に
、
「
鉄
を
中

心

に
見
た
北
方
世
界
－
海
を
渡
っ
た
鉄
」
と
し
て
纏
め
て
い
る
し
、
ま
た
「
文
献
か

ら
み
た
鉄
の
生
産
と
流
通
」
で
は
、
古
代
と
中
世
の
鉄
生
産
の
あ
り
方
を
比
較
し
て

　
（
1
）

い

る
。
更
に
東
北
・
北
海
道
の
鉄
関
連
遺
跡
に
つ
い
て
、
自
然
科
学
の
立
場
か
ら
す

る
赤
沼
英
男
氏
の
東
日
本
の
鉄
関
連
遺
跡
・
遺
物
の
研
究
報
告
の
駿
尾
に
付
し
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

献
側
の
見
解
を
提
出
も
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
刊
行
物
で
は
史
料
の
提
示
が
充
分

と
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
、
今
回
の
論
文
で
そ
の
後
の
知
り
得
た
情
報
を
補
足
し
な

が
ら
再
検
討
し
、
ご
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
た
。

　

そ
し
て
そ
こ
で
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
諸
点
を
主
張
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。

①
律
令
国
家
が
持
っ
て
い
た
啓
蒙
性
に
基
づ
く
先
進
技
術
の
地
方
普
及
と
、
対
蝦

　
夷
政
策
の
兵
姑
基
地
と
い
う
軍
事
目
的
な
ど
に
よ
っ
て
、
東
国
に
も
七
世
紀
末
以

　
来
製
鉄
技
術
が
普
及
し
、
九
・
十
世
紀
に
は
関
東
地
方
の
遺
跡
に
見
ら
れ
る
よ
う

　
な
盛
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
し
て
十
一
世
紀
に
は
『
新
猿
楽
記
』
四
郎
君
の
条

　

に
も
み
え
る
地
方
特
産
物
の
盛
行
の
中
で
、
播
磨
の
針
、
備
中
の
刀
、
河
内
の
鍋

　
（
塙
）
、
能
登
の
釜
な
ど
の
鉄
製
品
も
現
れ
、
ま
た
そ
の
四
の
御
許
の
夫
の
よ
う
に
、

　
く
ろ
が
ね

　
「
鉄
を
進
退
す
る
こ
と
楊
州
の
莫
耶
と
同
じ
」
と
賞
賛
さ
れ
る
技
術
者
も
畿
内

　

に
は
輩
出
し
た
。

②

し
か
し
中
世
に
は
、
年
貢
と
し
て
鉄
を
納
め
る
荘
園
の
分
布
を
見
て
も
わ
か
る

　
よ
う
に
、
荘
園
公
領
制
の
展
開
の
中
で
鉄
生
産
に
お
け
る
中
国
山
地
の
役
割
が
飛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
躍
的
に
増
大
し
、
そ
の
他
の
地
方
で
の
鉄
生
産
は
む
し
ろ
後
退
す
る
。
こ
れ
は
、

　
特

に
中
国
山
地
の
山
砂
鉄
と
い
う
チ
タ
ン
の
少
な
い
特
殊
資
源
に
支
え
ら
れ
た
経

　
済
的
優
位
性
に
よ
る
も
の
で
、
こ
こ
に
は
踏
輔
と
し
て
の
「
た
た
ら
」
の
改
良
に

　
と
も
な
う
「
た
た
ら
製
鉄
」
と
い
わ
れ
る
日
本
独
特
の
製
鉄
技
術
の
開
発
が
あ
っ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
中
世
に
は
関
東
・
北
陸
な
ど
の
鉄
生
産
は
平
安
時
代
よ
り
む
し
ろ
後
退
す
る
が
、

　
鋳
物
師
・
鍛
冶
な
ど
の
鉄
加
工
業
は
盛
況
で
、
そ
の
分
業
化
が
進
む
。
そ
し
て
中

　
国
地
方
の
鉄
産
地
か
ら
、
「
ナ
ベ
ガ
ネ
」
「
生
鉄
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
鋳
物
用
の
銑

　
鉄
と
、
「
ネ
リ
ガ
ネ
」
「
熟
鉄
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
鍛
冶
用
の
「
打
鉄
」
と
の
、
二

　
種
の
形
態
の
鉄
素
材
が
市
場
に
供
給
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
ら
鍛
冶
・
鋳
物
師

　
の

技
術
者
は
、
銑
鉄
を
打
鉄
と
し
た
り
、
銑
鉄
と
熟
鉄
を
合
わ
せ
て
刃
金
を
作
る

　
「
灌
鋼
」
技
術
を
知
っ
て
い
た
。

④

中
世
に
は
鉄
の
リ
サ
イ
ク
ル
が
行
わ
れ
、
各
地
の
鋳
物
師
や
鍛
冶
は
、
鉄
産
地

　
か

ら
の
供
給
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
古
鉄
資
源
の
再
利
用
も
盛
ん
で
あ
っ
た
と

　
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
も
「
灌
鋼
」
の
技
術
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
銑
鉄
は
木
炭

　
で
容
易
に
溶
け
る
の
で
、
例
え
ば
考
古
遺
物
と
し
て
の
「
鉄
鍋
」
「
鉄
釜
」
の
分

　
布
に
は
、
こ
の
回
収
・
再
生
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

⑤

中
世
に
は
ま
た
、
岩
手
県
を
中
心
と
し
た
東
北
地
方
が
新
た
に
鉄
生
産
地
と
し

　
て

登
場

し
、
戦
国
期
に
は
切
支
丹
信
仰
と
結
び
つ
き
な
が
ら
技
術
革
新
が
行
わ
れ

　

て
、
中
国
地
方
と
呼
応
す
る
鉄
産
地
と
な
り
、
地
域
的
な
古
鉄
回
収
機
構
の
整
備

　

と
相
ま
っ
て
、
近
世
的
鉄
供
給
の
基
本
的
形
態
も
整
う
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
南
部

　
製
鉄
」
の
始
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
世
初
期
に
遡
る
可
能
性
が
高
く
、
今
後
の

　
発
掘
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。
な
お
近
世
に
は
、
薩
摩
な
ど
の
九
州
か
ら
も
量
は
少

　
な
い
が
鉄
素
材
が
畿
内
へ
供
給
さ
れ
た
が
、
そ
の
技
術
的
な
系
譜
関
係
は
ま
だ
解

　
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
海
外
か
ら
の
鉄
素
材
の
輸
入
、
い
わ
ゆ
る
「
南

　
蛮
鉄
」
は
、
時
代
を
通
じ
て
無
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
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⑥

以
上
の

よ
う
な
中
世
の
鉄
生
産
と
鉄
関
連
産
業
の
あ
り
方
は
、
古
代
よ
り
む
し

　
ろ
近
世
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
考
古
学
の
成
果
を
ま
つ
べ
き
所
が
多

　
い
が
、
市
場
を
中
心
と
す
る
近
世
的
な
鉄
の
需
給
体
制
は
、
荘
園
公
領
制
の
展
開

　
の

中
で
お
お
よ
そ
整
え
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
意
味
で
「
自
給
自
足
的
な

　
中
世
社
会
」
と
い
う
常
識
に
は
疑
問
が
多
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
交
易
を
介
し

　
て

全
国
的
に
結
ば
れ
た
鉄
産
業
の
あ
り
方
が
、
ア
イ
ヌ
と
琉
球
と
い
う
列
島
両
端

　
に
住
む
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
、
と
い
う
問
題
も
今
後
の
重
要
な

　
研
究
課
題
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
私
の
報
告
は
主
に
文
献
上
の
所
見
で
あ
る
が
、
考
古
学
の
発
掘
成
果
も

援
用
さ
せ
て
戴
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
昨
年
一
九
九
七
年
十
一
月
に
開
か

れ

た
『
た
た
ら
研
究
会
創
立
四
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』
で
は
、
「
中
世
の
鉄

生
産
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
河
瀬
正
利
氏
の
「
西
日
本
に
お
け
る
中
世
の

鉄
生

産
」
と
並
ん
で
、
「
東
日
本
に
お
け
る
中
世
の
鉄
生
産
」
と
題
す
る
穴
沢
義
功

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

氏
の
報
告
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
今
回
の
私
の
報
告
は
、
こ
の
穴
沢
報
告
を
踏
ま
え
て

叙
述

さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
報
告
に
は
多
く
の
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。

本
稿

に
関
わ
り
の
あ
る
問
題
に
限
っ
て
列
挙
し
て
も
、

①

鉄
生
産
に
つ
い
て
議
論
す
る
以
上
、
考
古
学
的
な
遺
跡
発
掘
の
集
約
だ
け
で
な

　
く
、
従
来
の
技
術
史
や
文
献
史
学
の
到
達
点
に
も
留
意
さ
れ
、
日
本
製
鉄
史
へ
の

　
位
置
づ
け
も
行
わ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
穴
沢
報
告
に
は
そ
う
し
た

　
配
慮
は
認
め
ら
れ
ず
、
先
学
の
業
績
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
報
告
に

　
は

従
来
の
研
究
と
矛
盾
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
れ
に
気
付
か
れ
た
様
子
も
な
い
。

　
学
問
が
仮
説
の
提
起
と
そ
の
検
証
を
重
ね
、
多
く
の
人
々
の
学
問
的
な
論
議
を
通

　
じ
て
進
ん
で
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
氏
の
論
は
独
り
言
で
あ
り
、
論
証
手
続
き

　
が
欠
落
し
て
い
る
。

②

穴
沢
氏
は

報
告
の
中
で
、
古
代
末
～
中
世
の
製
鉄
遺
跡
分
布
図
（
発
掘
調
査
済

　

み
）
を
提
示
さ
れ
た
。
も
し
こ
の
分
布
図
の
基
礎
デ
ー
タ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
れ

ば
、
氏
の
態
度
と
は
別
に
こ
の
分
布
図
は
歴
史
研
究
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
考
古
遺
跡
の
分
布
図
と
し
て
も
、
次
の
二
つ
の
点
で
致

命
的
な
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
。

⑧
　
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
採
用
し
た
時
代
区
分
の
「
中
世
」
は
、
一
〇
八
六
年

　
と
い
う
院
政
成
立
期
を
始
点
と
し
た
と
い
う
。
製
鉄
遺
跡
の
よ
う
な
年
代
認
定

　
の
決
め

手
の
乏
し
い
遺
跡
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
年
代
が
ど
れ
程
の
意

　
味
を
持
つ
か
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
、
こ
の
た
め
に
例
え
ば
、
八
～
十
世
紀

　
の
間
の
何
れ
か
と
い
う
新
潟
県
北
蒲
原
郡
真
木
山
遺
跡
な
ど
も
「
古
代
末
期
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ロ

　
の

製
鉄
遺
跡
に
含
ま
れ
て
い
る
。
歴
史
研
究
で
「
古
代
末
期
」
の
設
定
が
重
視

　
さ
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
十
二
世
紀
末
期
の
鎌
倉
幕
府
の
成
立
を
画
期
と
す
る

　
政
治
史
的
な
時
代
区
分
と
、
十
一
世
紀
の
荘
園
公
領
制
の
成
立
の
よ
う
な
社
会

　
経
済
史
的
な
区
分
を
関
連
づ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
穴
沢

　
氏
の
時
代
区
分
は
恣
意
的
で
、
こ
の
分
布
図
は
通
常
の
中
世
史
研
究
の
参
考
に

　
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

⑤

こ
の
分
布
図
の
中
に
は
、
後
に
も
詳
述
す
る
よ
う
に
、
製
錬
（
製
鉄
）
遺
跡

　
で

は
な
く
鋼
精
錬
（
製
鋼
）
遺
跡
が
含
ま
れ
て
い
る
。
新
潟
県
の
北
沢
遺
跡
に

　
は

こ
れ
を
製
錬
遺
跡
と
し
た
見
解
も
あ
る
が
、
発
掘
担
当
者
は
こ
れ
を
二
次
加

　
工
の
製
鋼
遺
跡
と
解
し
て
い
る
し
、
真
木
山
遺
跡
の
報
告
書
も
子
細
に
読
め
ば
、

　
鉄
製
錬
遺
跡
と
鋼
精
錬
遺
跡
の
二
説
が
併
記
さ
れ
た
学
問
的
意
義
の
高
い
報
告

　
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
報
告
で
も
こ
れ
ら
の
遺
跡
出
土
物
が
再
検
討
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鋼
精
錬
遺
跡
と
見
る
の
が
妥
当
と
い
う
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。
も
し
穴
沢
氏

　
が

こ
れ
ら
を
製
錬
遺
跡
と
解
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
が
不
可

　
欠
で
あ
る
。
氏
の
態
度
は
こ
こ
で
も
非
学
問
的
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
氏
が
学
会
で
提
出
し
た
中
世
製
鉄
遺
跡
の
分
布
図
に
は
検
討
の
余
地
が
多
く
、

こ
れ
に
は
、
氏
独
特
の
い
わ
ゆ
る
「
半
地
下
式
竪
型
炉
」
に
関
す
る
型
式
論
を
前

提

に
、
現
実
の
遺
跡
が
そ
こ
に
は
め
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
い
を
抱

か

さ
れ
る
も
の
で
、
現
在
の
ま
ま
で
は
中
世
製
鉄
史
論
に
無
用
の
混
乱
を
招
く
灌
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れ
が
強
い
。

③

穴
沢
氏
の
報
告
に
は
他
に
も
疑
問
点
が
少
な
く
な
い
が
、
近
世
文
書
に
も
見
え

　
る
「
荒
鉄
」
を
、
発
掘
遺
物
の
名
称
で
あ
る
「
鉄
塊
系
遺
物
」
と
結
び
つ
け
た
こ

　
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
「
荒
鉄
」
は
「
ア
ラ
カ
ネ
」
と
読
ん
だ
よ
う
で
、
林
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
か
ね
　
　
　
あ
ら
か
ね

　
山
の
『
多
識
編
』
に
も
「
生
鐵
、
今
案
那
末
加
禰
、
又
云
阿
良
加
禰
」
と
み
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
生

鉄
‖
銑
鉄
を
指
し
て
い
る
。
一
方
の
「
鉄
塊
系
遺
物
」
は
、
現
代
の
考
古
学
者

　
が
遺
跡
の

出
土
物
に
つ
け
た
名
称
で
、
組
成
は
不
均
質
な
も
の
が
多
く
、
特
定
の

　
性
格
を
持
つ
生
産
物
と
と
ら
え
ら
れ
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
後
に
検
討
す
る
が
、

　

こ
れ
ま
で
の
自
然
科
学
的
手
法
に
よ
る
分
析
結
果
で
は
、
こ
の
「
鉄
塊
系
遺
物
」

　
と
呼
ば
れ
る
物
質
は
、
銑
鉄
を
脱
炭
す
る
過
程
で
で
き
た
物
質
と
み
る
の
が
最
も

　
妥
当
で
、
当
時
の
技
術
で
は
溶
か
す
こ
と
も
鍛
打
し
て
成
形
す
る
こ
と
も
出
来
な

　
く
な
っ
た
「
廃
棄
物
」
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
荒
鉄
」
は
製
鉄
作
業
の
主
要
な
生
産

　
物
で
あ
り
、
鋳
物
原
料
と
し
て
市
場
に
流
通
し
て
い
た
商
品
で
あ
る
か
ら
、
遺
跡

　

に
捨
て
ら
れ
る
必
然
性
が
な
い
の
に
対
し
て
、
「
鉄
塊
系
遺
物
」
は
当
時
の
工
人

　
が
利
用
で
き
な
か
っ
た
廃
棄
物
で
、
鋼
精
錬
工
程
の
遺
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

　

る
。
一
歩
を
譲
っ
て
、
こ
の
鉄
塊
系
遺
物
が
製
鉄
炉
で
生
産
し
た
目
的
物
の
「
荒

　
鉄
」
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
商
品
が
遺
跡
地
に
破
棄
さ
れ
た
か
と
い
う
理
由
が
示
さ
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
穴
沢
氏
が
、
「
荒
鉄
」
を
「
生
鉄
（
銑
）
」
と

　
す
る
『
多
識
編
』
の
記
述
を
間
違
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
先
ず
は
そ
れ
を
証
明

　

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
規
定
は
『
古
事
類
苑
』
金
石
部
に
も
収
録
さ
れ
、

　

そ
の
意
味
で
は
和
鉄
技
術
の
基
礎
的
「
常
識
」
な
の
で
あ
る
。

　
穴
沢
氏
の
「
東
日
本
に
お
け
る
中
世
の
鉄
生
産
」
は
、
こ
れ
が
学
問
的
に
妥
当
な

見
解
で

あ
れ
ば
、
中
世
東
国
の
鉄
関
連
産
業
の
解
明
を
め
ざ
し
た
私
の
報
告
の
前
提

に

据

え
る
べ
き
研
究
で
あ
っ
た
し
、
表
題
の
「
東
国
」
に
限
ら
ず
全
国
に
及
ぶ
「
中

世
製
鉄
遺
跡
分
布
図
」
と
こ
れ
を
前
提
と
し
た
製
鉄
炉
型
式
論
は
、
中
世
史
研
究
に

も
無
視
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
重
要
な
学
説
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
氏
の
説

が
正

し
い
と
す
れ
ば
、
戦
後
の
製
鉄
史
研
究
の
重
要
な
成
果
で
あ
っ
た
「
西
国
の
箱

型
炉

と
東
国
の
竪
型
炉
」
と
い
う
設
定
も
、
西
国
に
も
多
く
の
竪
型
炉
が
見
出
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
の
で
、
根
本
的
に
放
棄
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え

こ
の
分
布
図
に
取
り
込
ま
れ
た
遺
構
の
性
格
判
定
に
は
、
②
の
⑧
⑤
で
み
た
よ
う
な

致
命
的
な
欠
陥
が
あ
る
し
、
「
荒
鉄
」
な
ど
の
歴
史
用
語
に
対
す
る
単
純
な
誤
解
も

認
め

ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
氏
の
理
論
に
何
故
こ
の
よ
う
な
単
純
な
誤
解
が

伴
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
の
性
格

判
定
に
関
わ
っ
た
一
部
の
自
然
科
学
者
の
力
量
も
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に

な
る
。
現
に
歴
史
用
語
で
あ
る
「
荒
鉄
」
に
対
す
る
無
理
解
は
、
自
然
科
学
者
の
中

に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
中
世
東
国
の
鉄
生
産
に
関
す
る
文
字
史
料
は
殆
ど
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
で
は
古
代
や
近
世
と
違
っ
て
、
考
古
学
的
に
確
認
さ
れ
た
製
鉄
遺
跡
も

東
国
で
は
ま
だ
未
発
掘
で
あ
る
。
そ
し
て
歴
史
に
お
い
て
は
、
「
あ
る
」
証
明
は
出

来
る
が
、
物
事
が
「
な
い
」
と
い
う
証
明
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
ま
し
て
私
に
は
、

古
代
に
そ
の
技
術
が
あ
っ
た
関
東
地
方
な
ど
で
中
世
に
鉄
生
産
が
全
く
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
、
と
主
張
す
る
つ
も
り
も
な
い
。
あ
く
ま
で
大
づ
か
み
に
、
中
世
の
製
鉄
業

は
中
国
山
地
と
東
北
地
方
に
集
中
し
、
平
安
時
代
と
比
較
し
て
関
東
や
北
陸
地
方
の

鉄
生
産
は
却
っ
て
衰
退
し
た
こ
と
、
当
地
の
鉄
関
連
産
業
は
、
移
入
鉄
素
材
の
利
用

と
古
鉄
再
生
に
主
に
依
存
し
て
い
た
、
と
主
張
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
私
の
予
想
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
は
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
て

い

る
古
代
と
近
世
の
状
況
か
ら
中
世
の
製
鉄
事
情
を
推
測
し
、
そ
の
結
論
を
中
世
の

鉄
関
連
産
業
の
史
料
で
確
か
め
る
と
い
う
方
法
を
採
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
う
ち

古
代
鉄
生
産
の
展
開
過
程
を
追
う
中
で
中
世
の
鉄
関
連
産
業
の
状
況
を
う
か
が
う
作

業
が
前
回
の
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
は
先
に
六
点
に
纏
め
て
要
約
し
て
い
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
近
世
文
書
に
よ
っ
て
鉄
生
産
の
大
要
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
遡
っ

て

中
世
の
状
況
を
推
察
す
る
と
い
う
方
策
を
採
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
歴
史
の
研
究
は
、
辞
典
類
な
ど
の
周
知
の
記
述
や
、
先
学
の
業
績
を
「
常
識
」
と
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し
て
踏
ま
え
、
そ
の
上
に
新
た
な
議
論
を
展
開
し
て
い
く
の
が
普
通
で
、
時
に
は
こ

の

よ
う
な
常
識
の
上
に
立
ち
な
が
ら
そ
れ
を
批
判
し
、
新
た
な
常
識
を
作
り
上
げ
て

き
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
研
究
史
の
展
開
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は

歴
史
学
は
、
常
識
に
よ
り
な
が
ら
常
識
を
批
判
し
、
よ
り
豊
か
な
常
識
を
育
て
あ
げ

て

い

く
学
問
と
も
言
え
よ
う
か
。
歴
史
学
に
お
け
る
こ
の
「
常
識
」
は
、
幾
何
学
に

お
け
る
「
公
理
」
の
よ
う
な
位
置
も
占
め
、
そ
れ
が
ず
れ
て
い
れ
ば
学
問
的
に
有
効

な
論
議
は
で
き
な
い
。
と
く
に
鉄
の
よ
う
に
、
文
献
・
考
古
・
民
俗
・
経
済
学
・
化

学
・
金
属
学
な
ど
、
人
文
・
自
然
両
科
学
の
多
方
面
の
研
究
者
が
共
同
で
進
め
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
研
究
分
野
で
は
、
「
常
識
」
の
確
認
・
再
確
認
は
不
可
欠
の
作
業
で

あ
ろ
う
。
本
稿
の
最
大
の
意
図
は
、
前
近
代
の
和
鉄
の
生
産
と
流
通
に
関
す
る
「
常

識
」
を
確
認
し
、
多
分
野
の
研
究
者
間
の
共
通
の
土
俵
を
作
る
こ
と
に
あ
る
。

　
も
と
よ
り
前
近
代
の
技
術
用
語
に
は
、
地
域
に
よ
る
異
称
も
多
い
し
難
解
な
も
の

も
あ
り
、
『
和
名
類
聚
抄
』
の
よ
う
な
一
応
の
権
威
あ
る
辞
典
的
記
述
に
も
、
修
正

を
要
す
る
も
の
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
先
述
の
荒
鉄
1
1
生
鉄
n
銑

鉄
と
い
う
「
常
識
」
も
、
絶
対
的
に
正
し
い
理
解
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
近
世
の
百
科
事
典
の
よ
う
な
基
礎
的
史
料
に
よ
っ
て
市
場
に
流
通

し
て
い
た
「
鉄
」
の
呼
称
と
種
類
を
調
べ
、
そ
れ
が
現
在
の
自
然
科
学
の
理
解
で
は

ど
の
よ
う
な
物
質
に
当
た
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　
用
語
の
点
検
に
は
先
ず
、
各
時
代
に
現
実
に
使
わ
れ
て
い
た
「
歴
史
用
語
」
と
、

現
代
自
然
科
学
の
「
学
術
用
語
」
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
、

自
然
科
学
用
語
に
は
”
鋼
”
や
”
錬
鉄
”
”
純
鉄
”
の
よ
う
に
”
”
を
使
っ
て
表

示
す
る
。
“
銑
”
に
も
そ
の
区
別
が
必
要
か
と
考
え
た
が
、
後
に
も
見
る
よ
う
に
、

用
途
に
よ
っ
て
鋳
物
用
鉄
を
「
銑
」
と
し
た
歴
史
用
語
に
は
、
自
然
科
学
的
な

“

銑
”
と
強
い
て
区
別
す
る
必
要
が
な
く
、
自
然
科
学
の
分
野
で
は
、
木
炭
銑
と
コ

ー
ク
ス
銑
や
和
銑
と
洋
銑
の
区
別
な
ど
が
よ
り
重
要
な
問
題
に
な
る
の
で
、
今
回
は

煩
雑
さ
を
避
け
て
区
別
を
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
鉄
に
は
種
々
の
異
体
字
が
使
わ
れ

て

お
り
、
そ
の
間
に
意
味
の
違
い
が
あ
る
か
に
思
え
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、

量

的
に
少
い
し
、
字
典
の
記
述
で
も
一
意
的
に
決
め
難
い
も
の
も
あ
る
の
で
、
今
回

は
取
り
上
げ
な
い
。
ま
た
本
稿
で
は
、
前
近
代
日
本
で
主
流
で
あ
っ
た
在
来
技
術
つ

ま
り
「
和
鉄
」
を
対
象
と
し
、
海
外
か
ら
移
入
さ
れ
た
鉄
つ
ま
り
「
南
蛮
鉄
」
や

「洋
銑
」
の
問
題
は
視
野
か
ら
除
外
し
た
。

②
近
世
市
場
に
流
通
し
て
い
た
鉄
素
材

　

こ
の
節
で
は
、
近
世
の
市
場
に
流
通
し
て
い
た
鉄
素
材
の
種
類
を
挙
げ
、
併
せ
て

そ
の
鉄
産
地
や
流
通
状
況
を
調
べ
る
が
、
そ
の
導
入
と
し
て
武
井
博
明
氏
の
『
近
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
け

製
鉄
史
論
』
の
成
果
を
紹
介
し
て
お
く
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
加
計
家
文
書

　
た
な
べ

や

田
部
家
文
書
な
ど
中
国
山
地
の
鉄
山
師
関
係
文
書
を
中
心
に
、
大
坂
・
北
陸
な
ど

流
通

関
係
の
文
書
も
博
捜
し
、
歴
史
学
の
分
野
で
近
世
鉄
山
の
経
営
問
題
を
集
約
し

た
先
駆
的
な
業
績
で
あ
る
。
同
書
は
、
生
産
構
造
・
労
働
力
の
性
格
・
流
通
過
程
の

三

部
よ
り
な
り
、
近
世
中
国
山
地
の
諸
鉄
山
経
営
の
実
体
を
文
書
に
よ
っ
て
解
明
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
な
な
が
し

た
だ
け
で
な
く
、
輔
や
鉄
穴
流
な
ど
の
基
礎
的
な
技
術
問
題
に
も
触
れ
る
が
、
そ
の

第
皿
部
「
流
通
過
程
」
で
は
、
近
世
～
明
治
期
に
西
日
本
各
地
か
ら
大
坂
鉄
座
に
持

ち
込
ま
れ
、
近
国
・
四
国
・
九
州
か
ら
北
陸
各
地
ま
で
売
り
捌
か
れ
た
和
鉄
の
動
き

を
追
っ
て
い
る
。

　
武
井
氏
は
そ
こ
で
次
の
諸
点
を
明
ら
か
に
し
た
。

⑧

近
世
の

鉄
生
産
に
も
、
地
域
内
需
要
に
応
ず
る
産
額
の
極
め
て
少
な
い
も
の
も

　
あ
っ
た
が
、
全
国
的
な
流
通
の
場
に
登
場
す
る
の
は
、
安
芸
・
備
後
・
備
中
・
備

　
前
・
美
作
・
播
磨
・
石
見
・
出
雲
・
伯
香
な
ど
の
中
国
地
方
が
中
心
で
、
そ
の
他

　

に
長
門
・
薩
摩
・
肥
前
と
奥
州
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑤
近
世
中
期
以
降
に
は
、
中
国
地
方
か
ら
移
出
さ
れ
る
鉄
素
材
の
過
半
が
大
坂
に

　
集
荷
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
全
国
へ
流
通
し
て
い
た
。
し
か
し
箱
根
を
堺
と
し
て
東
は

　
江
戸
の
売
場
、
西
は
大
坂
の
売
場
と
い
う
慣
行
が
で
き
、
江
戸
入
津
鉄
は
大
坂
入

　
津
鉄
の
半
分
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
及
ん
だ
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ
の
主
な
供
給

139
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元

は
中
国
地
方
と
奥
州
で
あ
っ
た
。
ま
た
日
本
海
を
通
じ
る
北
陸
地
方
（
北
国
）

　
は

出
雲
・
伯
書
の
鉄
商
の
販
売
先
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
二
～
三
割
は
大
坂
か
ら
運

　
ば
れ

た
。
ま
た
九
州
は
広
島
・
下
関
の
鉄
商
の
売
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
三
～
四

　
割
は
大
坂
か
ら
売
ら
れ
、
四
国
は
岡
山
・
玉
島
・
尾
道
な
ど
の
商
人
の
販
路
で
あ

　
っ

た
が
、
そ
の
半
ば
は
大
坂
か
ら
売
ら
れ
た
。
な
お
武
井
氏
の
調
査
は
、
奥
羽
産

　
鉄
に
は
及
ん
で
い
な
い
。

◎
　
近
世
に
流
通
し
て
い
た
鉄
素
材
に
は
、
「
鉄
（
延
鉄
）
」
「
銀
」
「
銑
」
の
三
種
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
く
　
　
は
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
べ

　
あ
っ
た
。
「
鉄
」
が
鉄
素
材
の
総
称
で
あ
る
と
と
も
に
、
銑
や
銀
を
除
い
た
「
延

　
て
つ

　
鉄

（熟

鉄
）
」
の
商
品
名
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
鉄
素
材
と
し
て
の
延
鉄
の
重
要

　
性
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
素
材
鉄
の
単
位
と
し
て
は
、

　
延
鉄

に
古
代
以
来
の
「
束
」
が
認
め
ら
れ
、
銑
に
は
「
貫
」
な
ど
の
重
量
表
示
が

　
多
い
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
が
、
延
鉄
に
も
重
量
表
示
が
あ
る
し
、
「
駄
」
表
示
は

　
共
に
多
く
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
武
井
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
世
の
辞
典
類
に
見
え
る
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

素
材
の
記
述
を
紹
介
し
よ
う
。
対
象
と
し
て
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
と
『
箋
注
倭
名

　
　
（
1
0
）

類
聚
抄
』
と
い
う
、
江
戸
時
代
の
初
期
と
末
期
の
二
つ
の
百
科
事
典
を
択
ん
だ
。
近

世
に

は
『
鉄
山
秘
録
』
な
ど
他
に
も
見
る
べ
き
も
の
は
多
い
が
、
後
に
指
摘
す
る
釦

作
り
の
技
術
を
除
く
と
特
に
矛
盾
す
る
点
も
な
い
の
で
、
異
な
っ
た
学
問
間
の
共
通

の

土
俵
作

り
を
願
っ
た
本
稿
で
は
、
簡
明
さ
を
重
ん
じ
て
こ
の
二
書
を
択
ん
だ
。

『古
事
類
苑
』
金
石
部
に
引
用
さ
れ
、
歴
史
に
関
心
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
考
古
学

者
で
も
自
然
科
学
者
で
も
、
何
時
で
も
み
ら
れ
る
常
識
的
な
史
料
で
あ
る
。
議
論
に

関
連
あ
る
部
分
に
は
念
の
た
め
私
の
読
み
を
付
け
て
お
く
。

①

『和
漢
三
才
図
会
』
五
＋
九
金

　
　
本
書
は
、
大
坂
の
医
師
寺
島
良
安
が
編
集
、
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
八
一
冊

　
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
図
説
百
科
事
典
。
当
時
流
通
し
て
い
た
鉄
の
種
類
や
製
法
に

　

も
、
簡
明
な
解
説
が
見
え
る
。

く
ろ
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ろ
　
か
　
ね

　
鐵
。
烏
金
、
黒
金
、
銭
古
字
、
鐵
・
鉄
俗
字
。
和
名
久
呂
加
祢
。
（
下
略
）

つ
く
ロ
な
べ
か
ね

　
生

鐵
。
銑
、
（
中
略
）
本
綱
、
凡
初
錬
去
磧
、
用
以
錆
潟
器
物
者
為
生
鐵
、
（
中

略
）
凡
取
鐵
者
、
麓
掘
小
川
、
崩
山
土
則
、
随
流
豫
土
與
鐵
相
別
、
取
得
鐵
盛
塙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
ら
　
み

以
踏
輪
鋳
化
之
、
浮
物
砂
渣
也
、
俗
云
加
良
美
、
可
取
棄
之
、
○
次
察
所
在
分
量
、

而
塙
腹
穿
小
孔
、
則
鐵
流
出
於
孔
、
別
鐵
器
如
箕
形
而
中
以
土
塗
者
承
之
、
本
草

　
　
　
　
　
　
　
づ
　
く

所
謂
生
鐵
、
俗
云
豆
久
、
倭
云
銑
是
也
、
拠
鋳
化
先
後
之
義
、
用
銑
字
　
、
鋳
為
鍋

釜
、
故
又
名
之
鍋
鐵
、
性
脆
而
堅
、
鑓
以
不
克
研
、
暫
以
不
能
切
也
、
〇
七
日
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

止
鋳
則
銑
流
去
、
鈍
鐵
墳
干
底
一
為
大
塊
、
名
之
介
羅
、
俗
用
鉋
字
、
取
出
再

三

錆
拍
則
為
熟
鐵
、
○
既
錐
為
鉋
不
取
出
、
十
一
日
鋳
則
色
爽
堅
、
名
鋼
鐵
、
再

三
錆
拍
用
刀
剣
之
錯
刃
、
故
称
刃
金
、
俗
用
銀
字
、
三
種
本
一
、
或
銑
多
鋳
少
、

或
鋳
多
劔
少
、
近
海
邊
鐵
山
、
鹸
汁
微
染
者
不
佳
、

　
　
く
ろ
が
ね

　
　

鉄
。
烏
金
、
黒
金
。
和
名
ク
ロ
カ
ネ
。
（
下
略
）

　
　
つ
く
コ
な
べ
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
が

　
　

生

鉄
。
本
草
綱
目
に
、
凡
そ
初
め
に
錬
り
て
鉱
を
去
り
、
用
い
て
以
て
器
物
を
鋳

　
た
い

　

潟
す
る
は
生
鉄
た
り
、
と
。
（
中
略
）
凡
そ
鉄
を
取
る
に
は
、
麓
に
小
川
を
掘
り
て

　

山
土
を
崩
さ
ば
、
則
ち
流
れ
に
随
い
て
予
め
土
と
鉄
と
を
相
別
つ
。
取
り
得
た
る
鉄

　
　
る
つ
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
　
か

　

を
塙
（
製
鉄
炉
の
こ
と
）
に
盛
り
、
踏
輔
を
以
て
こ
れ
を
鋳
化
す
。
浮
く
は
砂
渣

　

な
り
（
俗
に
カ
ラ
ミ
と
い
う
）
、
こ
れ
を
取
り
棄
つ
べ
し
。
○
次
に
所
在
の
分
量
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な

　

察
し
て
塙
腹
に
小
孔
を
穿
つ
に
、
則
ち
鉄
、
孔
よ
り
流
れ
出
ず
。
別
に
、
鉄
器
の
箕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ

　

の
形
の

如
く
し
て
中
に
土
を
以
て
塗
れ
る
も
の
（
鋳
型
）
を
以
て
こ
れ
を
承
く
。
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん

　

草
綱
目
に
謂
う
所
の
生
鉄
。
俗
に
云
う
ヅ
ク
、
倭
に
云
う
銑
こ
れ
な
り
。
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
べ
が
ね

　

鋳
て

鍋
・
釜
と
な
す
、
故
に
ま
た
こ
れ
を
鍋
鉄
と
名
つ
く
。
性
は
脆
く
し
て
堅
く
、

　
や
す
り
　
　
　
　
　
お
ろ
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
た
が
ね

　

鋪
を
以
て
研
す
こ
と
克
わ
ず
、
暫
を
以
て
切
る
こ
と
能
わ
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
ん
て
っ
　
　
　
　
　
　
た
ま

　
　

七

日
や
ま
ず
に
銘
か
せ
ば
則
ち
銑
流
れ
去
り
、
鈍
鉄
は
底
に
填
り
て
一
に
大
塊
と

　

な
る
。
こ
れ
を
ケ
ラ
と
名
付
け
、
俗
に
錯
（
鋳
）
の
字
を
用
う
。
取
り
出
だ
し
て
再
三

　

鉗
拍

す
れ
ば
則
ち
熟
鉄
と
な
る
。
○
既
に
鍔
と
し
て
取
り
出
だ
さ
ず
、
十
一
日
鋳
か

　
　
　
　
　
　
さ
わ
や

　

さ
ば
則
ち
色
爽
か
に
堅
き
も
の
、
名
づ
け
て
鋼
鉄
と
い
う
。
再
三
錆
拍
し
て
刀
剣
の

　
き
つ
さ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
が
ね

　

鐙
刃
に
用
う
。
故
に
刃
金
と
称
し
、
俗
に
銀
の
字
を
用
う
。
三
種
は
本
一
つ
な
り
。

叫o
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或
い
は
銑
多
け
れ
ば
錯
少
な
く
、
或
い
は
錯
多
け
れ
ば
麹
少
な
し
。

②

『和
漢
三
才
図
会
』
五
＋
九
金
類

　
　
な
ま
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
か
ね

　
　
熟

鐵
。
俗
止
謂
之
鉄
、
又
云
柔
金
、
奈
末
加
禰
、
○
本
綱
、
再
三
錆
拍
可
以
作

　
（
蝶
力
）
（
1
1
）

　
媒
者
者
為
熟
鐵
、
○
（
中
略
）
今
人
、
用
以
造
刀
銃
器
皿
之
類
是
也
、
其
名
有

　
三
、
日
方
鐵
、
日
把
鐵
、
日
條
鐵
、
△
按
、
熟
鐵
出
於
雲
州
・
播
州
者
為
上
、
備

　
後
・
備
中
・
及
奥
州
仙
墓
・
芸
州
廣
島
者
次
之
、
伯
州
・
作
州
・
石
州
・
及
日
向

　
鐵
又
次
之
、
但
馬
鐵
為
最
下
、
皆
錆
拍
出
之
、
有
千
割
・
小
千
割
・
山
形
割
・
平

　
割
・
長
割
・
十
六
割
・
万
割
・
小
割
之
数
品
、
（
所
謂
方
鐵
・
把
鐵
・
條
鐵
類
是
乎
、
）

　
は
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
か
ね

　
　
鋼
。
一
名
跳
鉄
、
俗
云
釦
波
加
禰
、
（
中
略
）
○
本
綱
、
鋼
鉄
有
三
種
、
（
中
略
）

　
凡
刀

剣
斧
馨
諸
刃
皆
用
鋼
鐵
者
也
、
世
用
鋼
鐵
、
以
柔
鐵
包
生
鐵
、
泥
封
錬
令
相

　
入
、
謂
之
団
鋼
一
名
灌
鋼
、
此
則
偽
鋼
也
、
真
鋼
者
是
精
鐵
、
百
錬
至
斤
両
不
耗
者

　
純
鋼
也
、
（
中
略
）
△
按
、
生
鋼
出
於
播
州
千
種
者
為
勝
、
雲
州
印
賀
及
伯
州
・

　
作
州
者
次
之
、
石
州
出
羽
亦
次
之
、
凡
鍛
之
有
等
、
作
刀
剣
則
十
五
度
、
剃
刀
則

　
十
三
度
、
鉋
則
十
一
度
、
小
刀
則
五
度
、
庖
丁
則
四
度
、
錆
拍
以
造
之
、
如
過
度

　
則
性
成
柔
鈍
、
但
鍛
鐵
重
度
則
性
成
剛
利
、
是
其
異
也
、
凡
溶
鋼
鉄
時
忌
入
鉛
・

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
銅
、
誤
少
入
則
為
生
鐵
、
（
下
略
）

　
　
　
な
ま
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ま
か
ね

　
　
　

熟
鉄
。
俗
に
た
だ
こ
れ
を
鉄
と
い
う
。
ま
た
柔
金
と
い
う
。
○
本
草
綱
目
に
、
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
カ
　

　
　

三

錆
拍
し
て
以
て
鍵
を
作
る
は
熟
鉄
た
り
、
と
。
○
（
中
略
）
今
の
人
、
用
い
て

　
　

以
て

刀
・
銃
・
器
皿
の
類
を
造
る
は
こ
れ
な
り
。
△
按
ず
る
に
（
以
下
、
産
地
と
形

　
　

状
を
列
記
、
読
み
省
略
）

　
　
　
は
か
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ね

　
　
　

鋼
。
一
名
跳
鉄
、
俗
に
銀
と
云
う
。
（
中
略
）
本
草
綱
目
に
、
鋼
鉄
に
三
種
あ
り

　
　

と
。
（
中
略
）
凡
そ
刀
剣
斧
墾
の
も
ろ
も
ろ
の
刃
に
は
み
な
鋼
鉄
を
用
い
る
也
。
世

　
　

に

用
い
る
鋼
鉄
は
、
柔
鉄
を
以
て
生
鉄
を
包
み
、
泥
封
し
て
錬
り
て
相
入
ら
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
せ
は
が
ね

　
　

こ
れ
を
団
鋼
と
い
う
（
一
名
灌
鋼
）
。
こ
れ
偽
鋼
な
り
。
真
の
鋼
は
こ
れ
精
鉄
、
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　

錬

し
て
斤
両
に
至
る
ま
で
耗
ら
ざ
る
は
純
鋼
な
り
。
（
中
略
）
△
按
ず
る
に
（
産
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ち

　
　

名
と
等
級
は
省
略
）
。
凡
そ
こ
れ
を
鍛
え
る
に
等
あ
り
。
刀
剣
を
作
る
に
は
十
五
度
、

　
　

剃
刀
に
は
十
三
度
、
鉋
に
は
十
一
度
、
小
刀
に
は
五
度
、
庖
丁
に
は
四
度
、
錆
拍
し

て

以
て

こ
れ
を
造
る
。
も
し
度
を
過
ご
せ
ば
性
は
柔
鈍
と
な
る
。
但
し
鉄
を
鍛
え
ん

に
、
度
を
重
ね
ぬ
れ
ば
則
ち
性
は
剛
利
た
り
、
と
。
こ
れ
そ
の
異
れ
る
な
り
。
凡
そ

鋼
鉄
を
溶
か
す
時
、
鉛
・
銅
が
入
る
を
忌
む
。
誤
り
て
少
し
入
れ
ば
則
ち
生
鉄
と
な

る
。
（
下
略
）

③

『箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
三
珍
宝
部

　
　
　

本
書
は
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
に
狩
谷
液
斎
が
著
し
た
が
刊
行
は
明
治
に
入

　
　

る
。
十
世
紀
に
作
ら
れ
た
百
科
事
典
『
倭
名
類
聚
抄
（
和
名
抄
）
』
の
研
究
書
で
、

　
　

語
彙
の
考
証
と
し
て
も
高
い
価
値
を
持
つ
。
引
用
部
分
は
、
『
和
名
抄
』
の
鐵
の
項

　
　

に

「和
名
久
路
加
禰
、
此
間
一
訓
禰
利
」
と
あ
る
こ
と
に
応
じ
た
解
説
で
あ
る
が
、

　
　

「今
の
俗
」
と
し
て
近
世
の
製
鉄
技
法
に
も
触
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ろ
　
か
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
り

　
　
鐵
　
附
鎮
。
説
文
云
、
他
結
反
、
久
路
加
禰
、
此
間
一
訓
禰
利
、
○
昌
平
本
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
ろ
　
か
　
ね

　
下

総
本
、
有
和
名
二
字
、
按
仁
徳
紀
、
鐵
訓
久
呂
加
禰
、
枕
草
子
亦
有
是
名
、
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
り
　
か

　
黒
金
之
義
、
神
功
紀
鐵
錐
、
孝
徳
・
斉
明
紀
鐵
、
新
撰
字
鏡
錬
字
、
皆
訓
禰
利
加

　
ね

　
禰
、
練
熟
鐵
之
義
、
又
按
、
新
修
本
草
、
學
鐵
・
生
鐵
・
剛
鐵
、
本
草
和
名
、
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
け
　
る
　
か
　
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
生

鐵
一
條
、
只
有
鐵
・
剛
鐵
二
條
云
、
剛
鐵
、
和
名
布
介
留
加
禰
、
鐵
、
和
名
阿

　
ら
　
か
　
ね

　
良
加
禰
、
陶
注
云
、
生
鐵
是
不
被
嬬
鎗
釜
之
類
、
剛
鐵
是
雑
練
生
錬
、
作
刀
鑛
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
ら
　
か
　
ね

　
蘇
注

云
、
単
言
鐵
者
錬
鐵
也
、
然
則
輔
仁
必
不
訓
鐵
為
阿
良
加
禰
、
応
訓
鐵
為
禰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
く
　
　
　
　
　
　
　
な
　
べ
　
が

　
利
加
禰
、
生
鐵
為
阿
良
加
禰
、
（
中
略
）
　
今
俗
、
生
鐵
呼
豆
久
、
或
呼
奈
倍
賀

　
ね
け
ら
な
ま
が
ね
は
が
ね

　
禰
、
柔
鐵
呼
介
良
、
或
呼
奈
萬
賀
禰
、
鋼
鉄
呼
波
賀
禰
、
讃
類
本
草
、
挙
鐵
・
生

　
鐵
・
鋼
鉄
三
種
、
図
経
云
、
初
錬
去
鑛
、
用
以
鋳
錫
器
物
者
為
生
鐵
、
再
三
錆
拍

　
可
以
作
蝶
者
為
諜
鐵
、
亦
謂
之
熟
鐵
、
以
生
柔
相
雑
、
和
用
以
作
刀
剣
鋒
刃
者
為

　
鋼
鐵
、
時
珍
日
、
鐵
裁
也
、
剛
可
裁
物
也
、
（
下
略
）

　
　
　
（
前
略
）
　
按
ず
る
に
、
仁
徳
紀
は
鉄
を
ク
ロ
ガ
ネ
と
訓
じ
、
枕
草
子
ま
た
こ
の
名

　
　

あ
り
、
即
ち
黒
金
の
義
な
り
。
神
功
紀
の
鉄
鍵
、
孝
徳
・
斉
明
紀
の
鉄
、
新
撰
字
鏡

　
　

の

錬
の
字
は
、
み
な
ネ
リ
カ
ネ
と
訓
ず
、
熟
鉄
を
練
る
の
義
な
り
。
又
按
ず
る
に
、

　
　

新
修
本
草
は
鉄
・
生
鉄
・
剛
鉄
を
挙
ぐ
。
本
草
和
名
は
生
鉄
の
一
条
を
脱
し
、
た
だ

　
　

鉄
・
剛
鉄
の
二
条
あ
り
て
云
う
、
剛
鉄
の
和
名
は
フ
ケ
ル
カ
ネ
、
鉄
の
和
名
は
ア
ラ
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（
1
3
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぜ
ね

カ
ネ
と
。
陶
注
に
云
う
。
（
中
略
）
剛
鉄
は
こ
れ
生
と
柔
（
錬
）
を
雑
練
り
て

刀
・
鎌
を
作
る
と
い
え
り
。
蘇
注
に
云
う
、
単
に
鉄
と
い
う
は
柔
鉄
な
り
と
。

し
か
ら
ば
則
ち
輔
仁
（
本
草
倭
名
の
著
者
深
根
輔
仁
）
は
、
必
ず
鉄
を
訓
じ

て

ア
ラ
カ
ネ
と
な
さ
ず
。
ま
さ
に
鉄
を
訓
じ
て
ネ
リ
カ
ネ
と
な
し
、
生
鉄
は

ア

ラ
カ
ネ
と
な
す
べ
し
、
と
。
（
中
略
）
　
今
の
俗
、
生
鉄
は
ヅ
ク
と
呼
び
、
或

い

は
ナ
ベ
ガ
ネ
と
呼
ぶ
。
柔
鉄
は
ケ
ラ
と
呼
び
、
或
い
は
ナ
マ
ガ
ネ
と
呼
ぶ
。
鋼
鉄

は

ハ
ガ

ネ
と
呼
ぶ
。
讃
類
本
草
に
鉄
・
生
鉄
・
鋼
鉄
の
三
種
を
挙
ぐ
。
図
経
に
云
う
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
が
た
い

初
め
錬
り
て
鉱
を
去
り
、
用
い
て
以
て
器
物
を
錦
鋳
る
は
生
鉄
な
り
。
再
三
錆
拍
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い

て

以
て

鎌

に
作
る
べ
き
は
蝶
鉄
な
り
。
亦
こ
れ
を
熟
鉄
と
い
う
。
生
・
柔
を
以
て
相

ま雑
ぜ
、
和
用
に
以
て
刀
剣
鋒
の
刃
を
作
る
は
鋼
鉄
た
り
。

　

こ
の
江
戸
時
代
の
百
科
辞
典
の
記
述
で
判
明
し
た
こ
と
を
箇
条
書
き
に
整
理
し
て

お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ろ
が
ね

①

江
戸
時
代
に
広
く
流
通
し
て
い
た
鉄
の
素
材
に
は
、
「
生
鉄
」
「
熟
鉄
」
「
鋼
鉄

　
（
剛
鉄
）
」
の
三
種
類
が
存
在
し
た
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
武
井
博
明
氏
の
「
銑
」

　
「
鉄
（
延
鉄
）
」
「
銀
」
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
武

　
井
氏
の
見
解
は
、
江
戸
時
代
の
鉄
市
場
に
関
す
る
一
般
的
「
常
識
」
を
正
し
く
踏

　
ま
え
て
お
り
、
同
書
が
前
近
代
和
鉄
研
究
に
お
い
て
も
先
ず
は
拠
る
べ
き
書
で
あ

　

る
こ
と
が
わ
か
る
。

②

「生

鉄
」
は
ヅ
ク
或
い
は
ナ
ベ
ガ
ネ
・
ア
ラ
ガ
ネ
と
呼
ば
れ
、
単
に
「
生
」

　
「
銑
」
な
ど
と
も
書
か
れ
た
。
以
下
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
生
鉄
」
と
表
記
し
よ
う
。

　
当
時
の
商
取
引
に
し
ば
し
ば
見
え
る
「
荒
鉄
」
「
荒
姐
」
が
こ
の
生
鉄
を
指
し
た

　

こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
。
生
鉄
は
、
見
た
目
も
荒
々
し
く
、
脆
く
て
割
れ
や
す

　
い

し
、
塊
状
に
な
れ
ば
堅
い
の
で
鍛
造
は
出
来
な
い
。
し
か
し
融
点
が
低
い
の
で

　
鍋
・
釜
な
ど
の
鋳
物
の
原
材
料
と
な
る
。
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
み
え
る
よ
う
に
、

　
生

鉄

は
砂
鉄
か
ら
生
産
さ
れ
る
第
一
の
産
物
で
、
鋳
型
に
流
し
込
ん
で
製
品
と
な

　
る
が
、
こ
の
解
説
で
は
球
状
か
半
球
状
ら
し
い
。
棒
状
の
遺
物
も
知
ら
れ
て
お
り
、

　
市
場
に
出
回
る
形
状
は
多
様
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
作
業
日
数
に
は

　
疑
問
が
あ
る
が
、
当
時
の
鉄
生
産
の
基
本
が
生
鉄
生
産
で
、
主
に
砂
鉄
を
原
料
と

　
　
　
　
ず
　
く
お
し

　
す
る
「
生
鉄
押
（
銑
押
）
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に

　
　
　
　
　
　
け
ら
お
し

　
は
、
後
の
「
錯
押
」
の
源
流
か
と
思
え
る
錯
作
り
の
記
載
も
見
え
て
い
る
の
で
、

　
後
に
考
察
す
る
。
近
世
鉄
生
産
の
根
拠
地
で
あ
る
中
国
地
方
で
生
鉄
生
産
が
主
流

　
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
田
部
家
や
加
計
家
な
ど
中
国
地
方
の
鉄
山
文
書
に
よ
っ
て
、

　
武
井
博
明
氏
が
早
く
に
確
認
し
て
い
る
。

③

ネ
リ
ガ
ネ
・
ナ
マ
ガ
ネ
と
呼
ば
れ
た
「
鉄
」
は
、
柔
・
錬
・
熟
鉄
・
延
鉄
・
練

　
鉄
な
ど
と
記
さ
れ
、
鎌
・
鐸
の
文
字
も
宛
て
ら
れ
て
い
る
。
（
前
項
の
「
生
鉄
」
を

　

ナ
マ
ガ
ネ
と
読
む
の
は
誤
解
を
招
く
し
、
歴
史
用
語
と
し
て
の
「
錬
鉄
」
は
ネ
リ
ガ
ネ

　

と
読
ん
で
現
代
の
学
術
用
語
の
”
錬
鉄
”
と
区
別
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
）
『
箋
注
倭
名

　
類
聚
抄
』
の
「
鉄
を
訓
じ
て
ネ
リ
ガ
ネ
と
な
し
、
生
鉄
を
ア
ラ
ガ
ネ
と
な
す
」
と

　
い
う
指
摘
の
重
要
性
を
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。
鉱
石
か
ら
作
ら
れ
て

　
荒
々
し
い
生
鉄
と
比
較
し
て
、
練
り
こ
み
精
製
す
る
こ
と
が
ネ
リ
ガ
ネ
の
特
徴
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り
が
ね

　
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
鉄
」
と
「
生
鉄
」
「
靱
」
な
ど
の
総
称
で
あ
る
ク
ロ
ガ

　
ネ
の
意
味
で
の
「
鉄
」
と
を
区
別
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
こ
れ
を
「
熟
鉄
」
と

　
表
記
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
柔
・
鈍
と
も
み
え
る
よ
う
に
炭
素
分
の
少
な
い
軟
か

　
い
鉄

で
、
こ
の
ま
ま
で
は
刃
物
と
し
て
は
な
ま
く
ら
に
な
る
が
、
細
工
し
や
す
い

　
の

で
通
常
の
什
器
や
農
具
な
ど
に
は
熟
鉄
が
使
わ
れ
て
い
た
。
銃
が
こ
こ
に
み
え

　

る
の
は
、
当
時
の
鉄
砲
が
鋳
造
で
は
な
く
熟
鉄
の
張
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
こ
と
を

　
示
す
。
ま
た
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、
熟
鉄
を
鎌
の
原
料
と
し
て
い
る
刊
本
も

　
あ
る
。
こ
の
程
度
の
表
面
浸
炭
の
技
術
は
当
時
の
野
鍛
冶
も
持
っ
て
い
た
。
但
し

　
底
本
に

よ
っ
て
差
異
が
あ
り
、
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
の
記
述
と
比
較
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
古
事
類
苑
の
「
鎌
」
は
「
蝶
」
の
誤
記
と
み
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
な
お
、
鍛
造
に
つ
い
て
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
二
説
併
記
し
て
い
る
。
一
般

　
的
に
言
っ
て
、
鉄
を
加
熱
し
て
折
り
返
し
な
が
ら
鍛
造
を
重
ね
れ
ば
、
噛
み
込
ま

　
れ
て

い
た

カ
ラ
ミ
な
ど
の
介
在
物
が
除
か
れ
て
き
れ
い
な
鉄
に
精
製
さ
れ
る
が
、

　
炭
素
量
は
減
っ
て
柔
ら
か
く
な
る
。
還
元
炎
を
利
用
す
れ
ば
表
面
に
は
浸
炭
し
て
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焼
き
入
れ
可
能
な
層
を
作
れ
る
が
、
そ
れ
は
内
部
に
は
及
ば
な
い
。

④

こ
の
熟
鉄
が
単
に
「
鉄
」
と
記
さ
れ
、
ま
た
『
日
本
書
紀
』
に
鉄
や
鉄
鍵
が
ネ

　

リ
ガ
ネ
と
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
市
場
に
流
通
し
た
鉄
素
材
と
し
て
の
熟
鉄
の

　
重
要
性
を
示
す
。
古
代
史
料
に
多
く
見
え
る
「
鉄
艇
」
も
同
様
で
あ
る
が
、
中
世

　

に
も
熟
鉄
が
、
市
場
に
流
通
す
る
「
打
鉄
」
と
呼
ば
れ
る
鍛
冶
用
鉄
の
普
通
の
姿

　
で
あ
っ
た
こ
と
は
後
に
見
る
で
あ
ろ
う
。
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
に
み
え
る
「
鎌
」

　
は
、
板
状
の
鉄
を
意
味
す
る
イ
タ
ガ
ネ
（
枚
鉄
）
で
あ
る
か
ら
延
鉄
や
鉄
鎚
と
同

　
義
で
あ
る
。
熟
鉄
の
数
量
表
示
に
古
代
以
来
の
「
束
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
も
同

　

じ
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
形
状
の
多
様
な
生
鉄
が
重
量
表
示
で
あ
る
こ
と
と
比

　
較
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
古
代
の
鉄
艇
の
分
析
値
を
見
る
と
、
炭
素
量
○
・
四
％

　
以
下

で
江
戸
時
代
の
「
熟
鉄
」
に
当
た
る
も
の
が
多
い
が
、
例
外
的
に
炭
素
量
の

　
多
い
「
銀
」
に
近
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
古
代
と
比
較
す

　

る
と
江
戸
時
代
の
市
場
は
、
柔
鉄
と
銀
が
区
別
し
て
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し

　
た
と
も
い
え
よ
う
か
。
こ
の
想
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
中
世
の
鉄
を
考

　
え
る
際
に
重
要
で
、
在
地
の
鍛
冶
技
術
の
内
容
に
も
関
わ
る
問
題
と
な
る
。

⑤

『和
漢
三

才
図
会
』
の
文
中
に
千
割
・
山
形
割
な
ど
割
鉄
の
名
称
が
並
ん
で
い

　

る
の
で
、
大
鍛
冶
場
で
銑
鉄
を
脱
炭
し
て
作
ら
れ
た
所
謂
「
包
丁
鉄
」
も
熟
鉄
の

　
一
つ
で
あ
っ
た
。
出
雲
の
田
部
文
書
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
高
橋
一
郎
氏
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
と
、
割
鉄
は
銑
の
二
倍
の
値
段
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
付
加
価
値
の
高
さ
が
わ

　
か

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
熟
鉄
が
ケ
ラ
と
も
呼
ば
れ
、
錯
・
鋳
と
表
記

　
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
「
錯
」
は
本
来
「
ひ
の
し
」
を
意
味
し
た
文

　
字
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
本
来
は
火
所
を
意
味
し
た
「
鐘
」
が
タ
タ
ラ
と
読
ま
れ

　
て

日
本
独
特
の
砂
鉄
製
錬
炉
の
名
称
に
な
っ
た
と
同
様
の
借
字
で
あ
る
が
、
「
鉄

　
の

母
」
と
い
う
字
形
に
ひ
か
れ
て
熟
鉄
の
呼
称
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
よ
る
と
、
生
鉄
が
流
れ
去
っ
た
製
鉄
炉
の
底
に
こ
れ
が
残

　
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
明
治
時
代
に
「
生
鉄
押
」
と
並
ぶ
製
鉄
法
で
あ
る
「
錯
押
」

　
の
起
源
を
考
え
る
際
に
無
視
で
き
な
い
の
で
、
次
節
で
考
え
よ
う
。

⑥

ハ
ガ

ネ
・
フ
ケ
ル
カ
ネ
と
呼
ば
れ
た
鋼
鉄
は
、
剛
鉄
・
刃
金
・
錬
と
も
み
え
、

　
文
字
通
り
刀
剣
な
ど
の
刃
物
の
刃
に
使
わ
れ
た
炭
素
量
の
多
い
鉄
で
あ
る
。
以
下

　
で
は

「靱
」
と
表
記
す
る
が
、
延
鉄
に
比
べ
る
と
、
硬
い
け
れ
ど
も
折
れ
や
す
い

　
の

で
、
組
み
合
わ
せ
て
使
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、

　
劔
の
種
類
と
製
法
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の

　
が
あ
り
、
鋼
製
造
の
秘
伝
性
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
こ
の
う
ち
「
灌
鋼
」
と
い
う

　
技
術

は
、
中
国
明
代
の
技
術
書
『
天
工
開
物
』
＋
四
製
錬
に
も
見
え
、
日
本
で
も
早

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

　
く
か
ら
普
及
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ザ

　
　
　
鋼
鉄

（
銀
）
の
製
錬
法
は
、
ま
ず
熟
鉄
を
打
っ
て
指
先
の
幅
ほ
ど
の
薄
片

　
　
と
し
、
長
さ
は
一
寸
半
ば
か
り
と
す
る
。
こ
の
鉄
片
を
束
ね
て
強
く
し
め
、
生

　
　
鉄
を
そ
の
上
に
お
く
。
（
中
略
）
は
き
古
し
の
草
履
で
そ
の
上
を
お
お
い
［
泥
は

　
　
ね
ば
り
つ
い
て
い
る
か
ら
、
早
く
は
焼
け
な
い
］
、
そ
の
底
に
泥
を
塗
り
、
竪
炉
に

　
　
入
れ
て

送
風
す
る
。
火
力
が
ま
わ
る
と
、
生
鉄
が
ま
ず
と
け
て
熟
鉄
の
中
に
し

　
　
み

こ
み
、
両
者
が
す
っ
か
り
ま
ざ
り
あ
う
。
と
り
出
し
て
打
ち
鍛
え
、
さ
ら
に

　
　
精
錬
し
て
さ
ら
に
打
つ
。
一
回
で
は
す
ま
な
い
。
俗
に
団
鋼
と
い
い
、
ま
た
灌

　
　
鋼
と
い
う
の
は
こ
れ
で
あ
る
。

　
　
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
近
世
日
本
で
は
こ
の
灌
鋼
技
術
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
せ
は
が
ね

軽
視

さ
れ
、
こ
れ
で
造
ら
れ
た
銀
は
「
偽
鋼
」
と
軽
蔑
さ
れ
る
と
と
も
に
、
畿
内

　
や

中
国
地
方
産
の
優
れ
た
錬
が
「
真
鋼
」
「
精
鋼
」
な
ど
と
称
し
て
市
場
に
出
回

　
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
熟
鉄
と
鋳
物
片
を
合
わ
せ
て
劔
を
作
る
灌
鋼
技
術
は
、

論
理
的
に
明
快
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
の
銀
象
嵌
の
銘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

文

に
み
え
る
古
墳
時
代
以
来
の
技
術
と
推
察
さ
れ
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
、
焼

入
・
焼
き
な
ま
し
・
浸
炭
と
並
ん
で
、
地
方
で
も
広
く
使
わ
れ
た
基
礎
的
鍛
冶
技

術
で

あ
っ
た
ろ
う
。
一
方
、
こ
の
「
偽
鋼
」
に
対
す
る
「
真
鋼
」
や
「
精
鋼
」
の

解
説
に
は
私
の
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
。
近
世
市
場
で
名
の
通
っ
た
釦
の
商

品
価
値
の
高
さ
を
誇
示
す
る
宣
伝
臭
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
が
如
何
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
劔
の
種
類
と
製
法
は
、
冶
金
学
者
の
検
討
を
ま
ち
た
い
。

143



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第84集　2000年3月

　
江
戸
時
代
に
は
以
上
の
よ
う
に
、
鉄
は
生
鉄
・
熟
鉄
・
釦
と
い
う
三
種
の
形
態
で

市
場
に
流
通
し
て
い
た
。
後
に
見
る
よ
う
に
現
代
科
学
で
は
こ
の
三
種
の
区
分
は
鉄

中
の
炭
素
量
で
あ
る
が
、
近
世
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
製
作
所
と
需
要
先
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ら
ば

て

い

た
。
即
ち
「
生
鉄
」
は
、
製
鉄
所
つ
ま
り
「
鐘
場
」
で
生
産
さ
れ
、
そ
の
直

接
の
需

要
者
は
鋳
物
師
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
は
大
鍛
冶
屋
に
渡
さ
れ
る
。
次
の

　
　
　
　
　
ず
　
く
お
し

「熟
鉄
」
は
、
生
鉄
押
技
術
で
も
錯
と
し
て
炉
底
に
残
る
が
、
そ
の
精
製
加
工
は
、

大
鍛
冶
の
基
本
作
業
で
あ
る
生
鉄
の
脱
炭
と
と
も
に
、
そ
の
作
業
領
域
で
あ
っ
た
。

　
近
世
の

大
鍛
冶
は
、
大
山
持
で
あ
る
た
た
ら
場
の
所
有
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
武
井
氏
の
中
国
山
地
の
調
査
で
も
大
鍛
冶
屋
の
数
は
た
た

ら
場
の
数
よ
り
遙
か
に
多
く
、
そ
の
地
位
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
の
江

戸
時
代
の
百
科
辞
典
に
は
、
大
鍛
冶
の
作
業
と
し
て
「
錬
」
と
「
錆
拍
」
の
二
つ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
ネ
リ
ガ
ネ
の
語
を
説
明
し
て
「
熟
鉄
を
錬
る
の
義
な
り
」
と
あ

る
よ
う
に
、
鉄
の
溶
融
作
業
の
「
錬
」
が
生
鉄
を
熟
鉄
に
変
え
る
最
も
基
本
的
な
作

業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
錆
拍
」
は
「
と
ろ
か
し
う
つ
」
つ
ま
り
加
熱
し
て

鍛
打
・
成
形
す
る
鍛
冶
作
業
で
あ
る
。
そ
し
て
「
靱
」
造
り
も
江
戸
時
代
に
は
主
に

大
鍛
冶
技
術
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
大
鍛
冶
場
で
生
産
さ
れ
た
熟
鉄
と
釦
は
、
鉄
座
商

人
を
通
じ
、
「
打
鉄
」
と
し
て
全
国
の
村
々
の
末
端
の
鍛
冶
屋
に
ま
で
広
く
販
売
さ

れ

る
。
通
常
の
農
具
を
扱
う
野
鍛
冶
、
鉄
砲
鍛
冶
や
、
針
・
釘
造
り
を
含
め
て
都
市

の
細
工
師
に
は
熟
鉄
が
、
刀
鍛
冶
や
剃
刀
や
大
工
道
具
な
ど
の
刃
物
鍛
冶
に
は
熟
鉄

と
銀
が
供
給
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
近
世
の
「
鉄
」
の
用
語
と
そ
の
基
本
的
な
流
れ
を
、
参
考
と
し
て
図

解

し
て
ま
と
め
て
お
い
た
。
あ
く
ま
で
基
本
的
な
概
念
図
で
あ
り
、
刀
鍛
冶
が
素
材

鉄

に
こ
だ
わ
り
、
銀
造
り
の
諸
作
業
を
自
分
で
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
推
察
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ど
う

難
く
な
い
。
ま
た
巨
大
な
錯
塊
を
破
砕
す
る
大
銅
が
発
明
さ
れ
て
錯
押
技
法
が
登
場

す
る
と
、
「
鍔
」
の
語
義
に
も
ず
れ
が
生
じ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
こ
の
概
念
図
に
は
、
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
た
「
南
蛮
鉄
」
と
、
前
近
代
の
鉄

加
工
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
「
古
鉄
」
再
生
の
問
題
が
脱
落
し
て
い
る
こ
と

も
、
再
度
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　
図
の
よ
う
に
近
世
市
場
に
は
、
製
鉄
の
直
接
の
産
物
で
あ
る
「
生
鉄
」
の
他
に
、

熟
鉄
と
劔
と
い
う
二
つ
の
「
打
鉄
」
が
、
区
別
さ
れ
て
供
給
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
中
世
に
は
如
何
か
。
私
は
か
な
り
の
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
は
次

の
三
点
を
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
（
1
8
）

①

『眞
継
文
書
』
の
建
暦
三
年
二
二
二
三
十
一
月
日
「
蔵
人
所
牒
写
」
（
東
寺

　
百
合
文
書
ゐ
）
に
よ
る
と
、
蔵
人
所
の
保
護
下
に
あ
っ
た
灯
籠
御
作
手
鋳
物
師
は
、

　
五
畿
七

道
諸
国
を
往
反
し
て
「
鍋
釜
以
下
打
鉄
鋤
鍬
」
を
売
買
し
、
そ
の
利
潤
を

　
以
て

御
年
貢
以
下
臨
時
の
召
物
を
備
進
し
て
い
る
こ
と
を
口
実
に
、
市
津
関
料
な

　
ど
の
通
行
税
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
鋳
物
師
が
座
商
人
と
し
て
、
鋳
物
製
品

　
で

あ
る
鍋
や
釜
の
他
に
、
鍛
冶
用
の
原
料
鉄
で
あ
る
「
打
鉄
」
や
そ
の
製
品
で
あ

　
る
鋤
・
鍬
を
も
販
売
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
然
彼
ら
は
、
鋳
物
原
料
の
「
生

　
鉄
」
も
持
参
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
鍋
釜
の
鋳
掛
け
修
理
も
行
っ
て

　

い
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
と
こ
ろ
が
暦
応
五
年
四
月
日
「
蔵
人
所
牒
写
」
（
中
井
鋳
物
師
伝
書
）
に
よ
る
と
、

　
同
じ
灯
籠
作
手
鋳
物
師
が
、
「
全
鉄
器
物
井
熟
鉄
打
鉄
」
を
売
買
し
て
い
る
。
こ

　
の

「熟
鉄
打
鉄
」
を
ど
う
読
む
か
が
問
題
に
な
る
が
、
熟
鉄
は
鍛
打
可
能
な
打
鉄

　
で

あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
「
熟
鉄
・
打
鉄
」
と
並
列
的
に
で
は
な
く
、
「
熟
鉄
の
打

　
鉄
」
と
読
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
中
世
前
期
に
は
、
「
劔
」
に
対
す

　

る
世
間
の
認
識
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
一
般
的
な
商
品
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
熟
鉄

　
が
打
鉄
を
代
表
し
て
い
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
　

な
お
念
の
た
め
に
付
け
加
え
る
と
、
彼
ら
「
御
作
手
鋳
物
師
」
が
蔵
人
所
の
権

　
威
を
背
景
に
、
鍛
冶
の
原
料
鉄
で
あ
る
打
鉄
を
含
め
て
全
鉄
器
の
販
売
権
を
主
張

　
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
主
張
が
東
国
に
ま
で
貫
徹
し
て
い
た
と
は
思

　
え
な
い
し
、
ま
た
こ
の
時
代
に
鍛
冶
と
鋳
物
師
の
職
能
が
分
化
し
て
い
な
か
っ
た

　
わ
け
で
も
な
い
。
近
年
の
発
掘
成
果
に
よ
る
と
、
関
東
地
方
の
古
代
の
遺
跡
に
は
、

　
鉄
の

製
錬
・
精
錬
・
鋳
物
・
鍛
冶
の
諸
工
程
を
一
貫
し
て
製
作
し
て
い
た
遺
跡
も

144



福田豊彦［中世東国の鉄文化解明の前提］

加工業市場鍾場

　　鋳物師
鍋・鎌・鋳物の鋳造

　　　　生鉄
ナベカネ・アラカネ・ズク

銑・荒鉄・荒鉋・鍋鉄

一鉄の精錬一
①砂鉄→→生鉄

②　　→→ケラ

鍛冶・諸細工一
・ 農具・馬具・工具

　　　　　　熟鉄
ネリカネ・ナマカネ・ケラ・ヒラガネ

鉄・錐・鎌・鍋・錬・録・枚鉄

・延鉄・軟鉄・割鉄・包丁鉄

一
大鍛冶一

　　鋼精錬

①生鉄→包丁鉄

②熟鉄＋生鉄

　　　↓

劔
＼

刃物鍛冶
ハガネ・フケ肋ネ

鋼鉄・刃金・延釦・白銀

千種銀・印賀銀・出羽劔

刀剣・剃刀・鉋・小刀・

包丁・（鎌）

付表1　近世中期以降の和鉄流通の概念図

　
発
掘
さ
れ
て
い
る
が
、
中
世
の
鋳
物
遺
跡
に
は
、
鉄
だ
け
で
は
な
く
銅
の
鋳
物
も

　
製
作

し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
製
鉄
遺
跡
は
随
伴
し
て
い
な
い
。
事
例
の
集

　
積
が
待
た
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
分
業
関
係
の
転
換
が
う
か
が
え
よ
う
か
。

②

本
稿
で

は
紹
介
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
中
川
氏
が
家
伝
を
纏
め
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
く
さ
は
が
ね

　
『
鉄
山
必
要
記
事
（
鉄
山
秘
書
）
』
に
も
、
近
世
に
は
播
磨
の
千
種
銀
（
兵
庫
県
宍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ん
が
は
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ず
は
は
が
ね

　

粟
郡
千
種
町
）
、
伯
者
の
印
賀
劔
（
鳥
取
県
日
野
郡
日
南
町
）
、
石
見
の
出
羽
銀
（
島

　
根

県
邑
智
郡
瑞
穂
町
）
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
名
を
負
っ
た
銀
が
性
能
を
競
い
合

　
っ

て

い

た
こ
と
を
記
し
、
家
伝
の
釦
製
造
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
同
書
に
は
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
べ

　

そ
う
し
た
近
世
の
勝
れ
た
銀
を
「
白
銀
」
と
呼
び
、
そ
れ
が
流
行
る
以
前
に
「
延

　
は
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
や
ら
ぬ

　
銀
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
「
延
銀
と
云
ふ
も
の
は
近
年
は
不
流
行
故
に
、

　
の
べ
　
は
が
ね
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
れ

　
延
刃
鐵
す
る
所
作
を
知
た
る
職
人
希
に
成
ぬ
、
往
昔
は
フ
ム
フ
キ
踏
輔
に
て
、
刃

　
　
　
　
は
か
り

　
金
は

延
計

に
て
有
し
也
」
と
書
き
留
め
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
銀

　
の

製
造
技
法
に
は
私
に
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
く
、
こ
の
「
白
錬
」
と
「
延

　
鎚
」
の
相
違
も
わ
か
ら
な
い
が
、
近
世
の
市
場
に
流
通
し
て
い
た
「
白
劔
」
製
造

　
技
術

は
中
世
に
は
普
及
せ
ず
、
「
延
劔
」
の
技
術
が
普
遍
的
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

　

る
。
こ
の
延
刃
鉄
の
技
法
が
「
灌
鋼
」
で
、
中
世
に
は
刀
鍛
冶
は
勿
論
、
村
々
に

　
住
む
鍛
冶
職
人
も
広
く
こ
の
技
術
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
私
は
そ

　
の

よ
う
に
推
察
し
て
い
る
。
こ
の
推
察
が
当
た
っ
て
い
れ
ば
、
「
延
銀
」
か
ら

　
「
白
釦
」
へ
の
展
開
に
は
分
業
関
係
の
進
展
が
随
伴
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
金
属
学
者
の
検
討
が
な
け
れ
ば
先
へ
は
進
め
な
い
。

③

一
昔
前
に
は
、
遺
跡
に
大
量
の
鉄
澤
が
あ
る
と
「
製
鉄
遺
跡
」
と
さ
れ
、
鉄
澤

　
の

見
分
け
は
製
鉄
津
と
鍛
冶
澤
の
区
別
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
十
年
程

　
の

間
に
熟
鉄
と
靱
を
含
め
た
”
鋼
”
を
精
錬
す
る
遺
跡
が
各
地
で
発
見
さ
れ
、
以

　
前
に
は
「
製
鉄
遺
跡
」
と
判
定
さ
れ
て
い
た
遺
跡
の
中
に
も
「
鋼
精
錬
遺
跡
」
と

　
確
認
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
自
然
科
学
の
協
力
に
よ
っ
て
出
土
鉄
津
の
区
別
が
進

　
ん

だ

の

で

あ
る
。
特
に
日
本
海
沿
岸
の
旧
潟
湖
の
周
辺
に
は
、
海
か
ら
運
び
込
ま

　
れ

た
銑
鉄
を
原
料
に
熟
鉄
や
靱
な
ど
の
鉄
素
材
を
作
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
大
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鍛
冶
遺
跡
が
見
出
さ
れ
て
い
る
し
、
横
浜
の
西
ノ
谷
遺
跡
や
北
海
道
上
ノ
国
の
鍛

　
冶
屋
敷
の
よ
う
に
、
鉄
製
品
を
作
っ
て
い
た
所
謂
小
鍛
冶
遺
跡
の
中
に
も
、
そ
の

　
種
の
鉄
津
が
確
認
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
。
今
後
そ
の
検
証
は
急
速
に
進
む
で
あ
ろ

　
う
が
、
古
代
・
中
世
に
は
、
大
鍛
冶
作
業
が
広
く
列
島
の
各
地
で
展
開
さ
れ
、
そ

　

こ
に
は
か
な
り
多
様
な
形
態
が
並
存
し
て
い
た
可
能
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
予
測
を
含
む
が
、
私
は
、
近
世
と
違
っ
て
古
代
・
中
世
に
は
、

大
鍛
冶
は
産
地
か
ら
離
れ
て
地
方
に
も
存
在
し
て
い
た
し
、
特
に
熟
鉄
と
比
較
し
て

需
要
の
遙
か
に
少
な
い
銀
は
、
常
時
市
場
に
流
通
し
て
い
る
商
品
で
は
な
く
、
銀
製

造
の

技
術

は
地
方
の
刃
物
鍛
冶
が
所
有
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
、
と
推
察

し
て
い
る
。
そ
れ
が
妥
当
な
ら
ば
、
こ
の
大
鍛
冶
技
術
の
展
開
の
基
礎
に
は
、
貨
幣

経
済
段
階
の
相
違
と
分
業
の
進
展
と
い
う
歴
史
の
発
展
を
想
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
中
世
の
東
国
を
考
え
る
本
稿
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
難
解
な
も
の
が
多
い

『鉄
山
秘
録
』
に
記
さ
れ
た
銀
技
術
に
は
余
り
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
く
な
る
し
、
金

属
学
に
暗
い
私
に
も
歩
め
る
道
が
広
が
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
以

下

で

は
こ
の
問
題
は
し
ば
ら
く
措
き
、
現
代
の
自
然
科
学
の
目
で
見
る
と
近
世

の

三
種
の
「
鉄
」
は
ど
の
よ
う
な
物
質
に
相
当
す
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う

に
し
て
作
ら
れ
た
の
か
を
考
え
、
遡
っ
て
中
世
の
技
術
を
推
測
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

●
前
近
代
に
お
け
る
製
鉄
と
製
鋼
の
基
本
形
態

　
本
稿
は

こ
こ
で
も
「
新
説
」
の
提
示
で
は
な
く
、
現
代
の
「
常
識
」
に
則
っ
た
理

解
に
努
め
、
辞
典
の
記
述
や
評
価
の
高
い
「
定
説
」
を
基
礎
に
据
え
る
。
も
と
よ
り

学
問
に
お
け
る
「
新
説
」
提
起
の
意
義
を
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
多
く
の
学

問
間
の
共
同
研
究
が
期
待
さ
れ
る
和
鉄
研
究
で
は
、
「
常
識
」
を
無
視
し
た
新
説
の

提
示
は
問
題
を
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
有
効
な
論
争
を
生
ま
ず
、
「
見
解
の
相
違
」
な

ど
と
い
う
凡
そ
非
学
問
的
な
逃
避
を
可
能
に
す
る
。
「
現
代
の
学
問
で
は
問
題
の
所

在
が

わ
か
れ
ば
半
分
は
解
決
し
た
と
同
じ
で
あ
る
」
と
は
、
し
ば
し
ば
聞
く
言
葉
で

あ
る
が
、
本
稿
の
狙
い
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
問
題
を
鮮
明
に
す
る
た
め
、
A
、
歴
史
用
語
と
し
て
の
「
鉄
」
と
そ
の
性
格
、
B
、

「鉄
」
の
製
法
－
全
体
の
流
れ
ー
、
C
、
和
鉄
生
産
の
諸
問
題
ー
”
鉄
”
の
製
錬
ー
、

D
、
熟
鉄
と
銀
の
生
産
ー
“
鋼
”
精
錬
・
大
鍛
冶
技
術
ー
、
の
四
項
目
に
分
け
、
そ

れ
ぞ
れ
箇
条
書
に
提
出
す
る
。
ま
た
、
理
解
を
援
け
る
た
め
三
点
の
付
図
を
掲
げ
た
。

④
「
ウ
隅
O
系
平
衡
状
態
図
」
、
⑧
「
た
た
ら
炉
断
面
図
」
、
◎
「
鉄
・
チ
タ
ン
化
合
物
の

平
衡
状
態
図
」
で
あ
る
。
④
は
手
元
に
あ
る
『
理
化
学
事
典
』
の
「
鋼
」
の
項
か
ら

借
用
し
た
。
⑧
の
⑧
⑤
は
、
和
鉄
生
産
の
入
門
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
奥
村
正
二
著

　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

『小
判
・
生
糸
・
和
鉄
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
図
に
炉
の
上
部
を
付
け
た
だ
け
の
も

の

で

あ
る
。
こ
れ
は
「
錯
押
技
法
」
に
よ
る
鍾
の
操
業
前
と
操
業
後
の
図
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
中
間
の
操
業
中
の
想
定
図
を
◎
と
し
て
列
べ
て
提
示
し
た
。
こ
れ
な
ら

「生
鉄
押
技
法
」
に
も
適
用
で
き
よ
う
。
◎
は
桂
敬
氏
の
「
砂
鉄
製
鉄
の
原
理
に
つ

　1600
三
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④Fe－C系平衡状態図（『理化学辞典』〈岩波書店〉「鋼」より）
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＋砂鉄

木炭

液状スラグ

溶融鉄（銑

ケラ（熟鉄

「＝木炭

　　　　　←

←

：

銑鉄・海綿鉄・鉱澤

鍋（内部

に玉綱）

海綿

状綱

鍋（内部

に玉綱）

銑鉄

＠　材料装入前のたたら炉　　　　　⑤　操業68時間位のたたら炉　　　　　　＠　操業中の想定図

　　　　　　　⑧　たたら炉断面図（⑧⑤奥村正二著『小判・生糸・和鉄』〈岩波書店〉より）

　　　　　　　　　　（最初は二段羽口，途中で一段になる。Transaction　ISIJ，

　　　　　　　　　　VolB，1968，小塚氏論文p45の一部を簡略化した。）

Tio2

バ

Fe2Tio

SA

D磁

　　Fe　　　　　　　　　　　　　　　　FeO　　　　　　　　Fe；04　　　Fe203

◎鉄・チタン化合物の平衡状態図（桂敬「砂鉄製鉄の原理について」

　　　　　　『古代日本の鉄と社会』〈平凡社選書〉より）

　
（
2
0
）

い

て
」
か
ら
の
借
用
で
、
こ
こ
に
は
、
ア
ポ
ロ
衛
星
が
月
か
ら
持
ち
帰
っ
た
石
の
分

析

に
よ
っ
て
急
速
に
進
ん
だ
チ
タ
ン
化
学
の
成
果
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　
A
　
歴
史
用
語
と
し
て
の
「
鉄
」
と
そ
の
性
格

　
江
戸
時
代
に
三
種
に
分
れ
て
市
場
に
流
れ
て
い
た
素
材
と
し
て
の
「
鉄
」
は
、
現

代
の
自
然
科
学
の
用
語
で
は
ど
の
よ
う
な
物
質
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
か
。
（
前
述
し
た

よ
う
に
本
稿
で
は
、
自
然
科
学
的
な
物
質
名
は
”
鋼
”
の
よ
う
に
”
”
で
囲
み
、
歴
史

用
語
と
区
別
す
る
。
）

①

”

鉄
”
は
通
常
、
少
量
の
炭
素
を
含
む
が
、
炭
素
量
の
多
い
（
普
通
三
・
○
～
四
・

　
　
　
　
　
　
せ
ん
て
つ

　
五

％
）
鉄
が
”
銑
鉄
”
で
、
固
い
が
脆
い
。
鍛
打
す
れ
ば
割
れ
る
が
融
点
が
低
く

　
な
り
、
鋳
型
に
流
し
込
ん
で
整
形
す
る
の
で
「
鋳
鉄
」
と
も
い
う
。
こ
の
鋳
物
の
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い
　
も
　
じ

　
製
作

は
前
近
代
に
は
鋳
物
師
の
技
術
で
、
そ
の
原
料
が
「
生
鉄
」
‖
“
銑
鉄
”
で
あ

　

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
⑧
の
状
態
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
炭
素
分
四
・
二
％
で

　
融
点
が
最
も
低
く
な
り
、
一
一
五
〇
℃
で
溶
融
状
態
と
な
る
（
炭
素
の
な
い
純
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
う

　
は
一
五
六
〇
℃
）
。
一
方
、
炭
素
量
が
少
な
い
（
二
・
○
％
以
下
）
鉄
が
”
鋼
”
で
、

　
融
点
が
高
く
木
炭
で
溶
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
鍛
造
可
能
で
あ
る
た
め
「
鍛

　
鉄
」
「
打
鉄
」
と
も
よ
ば
れ
る
。
そ
の
鍛
造
技
術
は
前
近
代
に
は
基
本
的
に
鍛
冶

　
に
属
し
た
が
、
針
・
釘
・
鉄
砲
・
甲
冑
・
馬
具
・
諸
什
器
に
農
具
も
加
え
る
と
、

　

こ
れ
に
関
係
す
る
職
種
は
極
め
て
多
か
っ
た
。
“
鋼
”
の
中
で
も
炭
素
量
の
多
い

　
鉄
は

固
く
、
焼
き
入
れ
が
で
き
る
の
で
刃
物
の
刃
に
な
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
脆

　
く
て
折
れ
易
い
た
め
、
刀
剣
や
包
丁
に
は
熟
鉄
と
劔
を
併
用
し
た
。
こ
の
炭
素
の

　
少
な
い
”
鋼
”
が
「
柔
鉄
」
、
炭
素
量
の
多
い
”
鋼
”
が
「
銀
」
で
、
「
熟
鉄
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
て
つ
（
2
1
∀

　
中
に
は
”
純
鉄
”
や
”
錬
鉄
”
も
含
ま
れ
る
。

②

近
世

に
熟
鉄
と
釦
の
炭
素
量
の
区
別
が
ど
の
辺
に
置
か
れ
て
い
た
か
は
か
な
り

　
難
し
い
問
題
と
思
わ
れ
る
が
、
高
橋
一
郎
氏
は
出
雲
の
糸
原
氏
の
鋪
場
の
事
例
に

　

つ
い

て
、
「
大
鍛
冶
場
の
左
下
場
で
、
銑
（
炭
素
量
三
・
○
～
四
・
○
％
）
を
卸
し
鉄

　
（
○
・
四
～
一
・
○
％
）
と
し
、
こ
れ
を
本
場
で
歩
鍔
（
一
・
○
％
）
と
と
も
に
精
錬
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
て

割
鉄
（
〇
二
％
）
と
し
た
。
鋼
は
炭
素
量
一
・
四
三
％
」
と
記
し
て
い
る
。
熟

　
鉄
と
釦
の
区
分
と
し
て
は
一
％
を
め
ど
と
す
る
こ
と
が
一
応
は
で
き
よ
う
か
。
近

　
世
末
期
の
市
場
に
商
品
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
た
割
鉄
は
、
炭
素
量
○
・
一
％
と

　
い
う
極
め
て
炭
素
量
の
低
い
「
錬
鉄
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
東
潮
氏

　
が
集
成
さ
れ
た
＝
｝
例
の
「
鉄
鍵
」
の
分
析
値
を
見
る
と
、
炭
素
量
は
全
て
一
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
以
下

で
、
九
例
が
○
・
五
％
以
下
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
古
代
と
同
様
に

　
中
世
も
劔
と
熟
鉄
は
別
個
に
は
流
通
せ
ず
、
熟
鉄
が
主
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
炭

　
素
量
三
％
以
上
の
鋳
物
用
の
「
生
鉄
」
と
並
ん
で
、
「
打
鉄
」
の
素
材
と
し
て
は

　

○
・
五
％
以
下
の
「
熟
鉄
」
が
単
に
「
鉄
」
と
も
呼
ば
れ
て
市
場
を
流
れ
て
い
た
、

　
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
B
　
　
「
鉄
」
の
製
法
ー
全
体
の
流
れ
ー

①

製
鉄
（
鉄
製
錬
）
は
、
酸
化
鉄
（
づ
①
N
O
ω
゜
勺
①
ω
ρ
）
を
還
元
す
る
作
業
で
、
近
代

　
産
業
で
は
そ
の
炉
は
溶
鉱
炉
（
高
炉
）
で
あ
り
、
コ
ー
ク
ス
を
燃
料
と
し
て
行
わ

　

れ
、
そ
の
産
物
は
“
銑
鉄
”
で
あ
る
。
こ
れ
を
熔
解
し
て
鋳
物
に
す
る
炉
は
熔
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
炉

（鋳
物
炉
）
で
、
幕
末
の
反
射
炉
も
そ
れ
で
あ
っ
た
。
一
方
、
こ
の
銑
鉄
を
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
う
　
　
　
て
ん
ろ

　
料
と
し
て
“
鋼
”
を
作
る
炉
が
平
炉
や
転
炉
で
（
近
年
は
電
気
炉
も
あ
る
）
、
こ
の

　
作
業
に
は
酸
素
を
用
い
、
或
は
粉
砕
し
た
鉄
鉱
石
を
投
入
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ

　
よ
酸
化
脱
炭
の
精
錬
作
業
で
あ
る
。
酸
化
炎
と
還
元
炎
を
利
用
し
て
炭
素
量
の
調

　
節
も
行
う
鍛
冶
技
術
は
、
古
代
か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
表
面

　
だ

け
な
の
で
、
こ
の
方
法
で
望
み
の
堅
さ
の
劔
を
作
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

②

「
和
鉄
」
と
呼
ば
れ
る
前
近
代
の
日
本
の
製
鉄
法
は
、
諸
外
国
の
よ
う
に
”
銑

　
鉄
”
生
産
↓
”
鋼
”
生
産
と
い
う
二
段
階
工
程
を
取
ら
ず
、
砂
鉄
か
ら
一
気
に

　
”
鋼
”
を
造
る
直
接
製
鋼
法
で
、
こ
れ
が
日
本
刀
を
生
み
出
す
前
提
で
あ
る
、
と

　
思

い

こ
ん
で
い
る
方
が
今
で
も
見
ら
れ
る
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
一
部
の
自
然
科
学

　
者
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
現
在
の
歴
史
学
の
「
常

　
識
」
で
は
な
く
、
真
砂
の
主
産
地
で
あ
る
中
国
山
地
で
も
間
接
製
鋼
を
前
提
と
す

　
　
　
ず
　
く
お
し

　

る
「
生
鉄
押
」
技
術
が
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
吉
川
弘
文
館
の
『
国
史
大
辞

　
典
』
の
「
た
た
ら
（
鐘
）
」
（
向
井
義
郎
氏
執
筆
）
を
み
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ら
お
し

　
治
時
代
に
は
「
生
鉄
押
」
と
「
鋒
押
」
の
二
つ
の
技
法
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
ど
う

　

こ
の
い
わ
ゆ
る
直
接
製
鋼
の
釣
押
技
術
は
十
八
世
紀
後
半
の
宝
暦
年
間
の
大
銅
の

　
発
明
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
し
、
「
和
鉄
1
1
錯
押
」
と
い
う
イ
メ
ー

　

ジ
が
で
き
る
の
は
、
近
代
製
鉄
と
の
経
済
競
争
に
敗
れ
て
軍
事
産
業
化
し
た
時
代

　
の

和
鉄
生
産
の
特
殊
な
姿
で
あ
る
。
出
雲
の
田
部
家
や
安
芸
の
加
計
氏
の
よ
う
な

　
文
書
を
残
す
高
名
な
和
鉄
生
産
者
が
、
い
ず
れ
も
生
鉄
押
法
で
鉄
を
造
っ
て
い
た

　

こ
と
は
武
井
博
明
氏
も
明
言
し
て
い
る
し
、
田
部
家
文
書
で
詳
細
に
跡
づ
け
た
高

　
橋
一
郎
氏
の
そ
の
後
の
研
究
で
も
明
白
で
あ
る
。
出
征
す
る
わ
が
子
に
日
本
刀
を

　
買
い
与
え
た
親
た
ち
の
心
情
は
理
解
で
き
る
が
、
軍
需
と
結
ん
で
特
異
な
生
命
を
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保
つ
”
玉
鋼
”
信
仰
か
ら
、
和
鉄
研
究
は
そ
ろ
そ
ろ
解
放
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
則
ち
和
鉄
生
産
の
基
本
的
な
姿
は
、
鐘
場
で
生
鉄
（
銑
）
が
造
ら
れ
、
熟
鉄
・
銀

　
な
ど
の
打
鉄
素
材
に
加
工
す
る
”
鋼
”
精
錬
の
大
鍛
冶
技
術
が
別
に
独
立
し
て
存

　
在

し
た
、
と
い
う
間
接
製
鋼
を
基
礎
に
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

　
「
常
識
」
の
紹
介
と
解
明
を
め
ざ
し
た
本
稿
で
は
、
近
世
の
百
科
事
典
に
あ
る
よ

　
う
な
、
生
鉄
生
産
を
基
本
と
し
て
副
次
的
に
ケ
ラ
（
錯
）
と
し
て
爽
雑
物
の
多
い

　
熟
鉄
を
産
し
た
方
式
を
、
和
鉄
生
産
の
基
本
に
据
え
る
こ
と
に
な
る
。

③

古
墳
か
ら
出
土
す
る
鉄
艇
は
古
代
の
「
打
鉄
」
で
あ
る
が
、
こ
の
製
法
に
関
し

　
て

は
、
広
く
中
国
・
朝
鮮
半
島
・
日
本
の
鉄
艇
を
集
め
て
調
査
し
た
東
潮
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
「
鉄
艇
の
基
礎
的
研
究
」
の
記
述
を
標
準
的
見
解
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
に
は

　
鉄
鍵
の

製
造
工
程
に
、
サ
東
錫
・
申
憬
換
両
氏
の
見
解
と
佐
々
木
稔
・
村
田
朋
美

　
両
氏
の
見
解
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
鉄
艇
の
含
有
成
分
に
基
づ
く
推
定
で
あ
る
が
、

　
い
ず
れ
も
ま
ず
”
銑
鉄
”
（
生
鉄
）
を
造
り
、
そ
れ
を
溶
融
し
、
空
気
中
で
の
撹
拝

　
や

鉄
鉱
石
粉
の
投
入
に
よ
っ
て
脱
炭
し
、
鍛
打
圧
延
し
て
製
作
し
た
と
す
る
。
こ

　
こ
で
は
塊
錬
鉄
を
原
料
と
し
た
と
い
う
説
は
、
自
然
科
学
的
に
明
確
に
否
定
さ
れ

　
て
い
る
。
こ
れ
が
古
代
の
鉄
生
産
↓
打
鉄
用
の
延
鉄
生
産
に
関
す
る
現
在
の
主
流

　
的
な
見
解
で
、
学
界
の
「
常
識
」
と
み
る
こ
と
に
も
異
論
は
な
か
ろ
う
。

　
　
も
と
よ
り
こ
こ
で
分
析
の
対
象
と
な
っ
た
鉄
艇
は
、
大
陸
、
主
と
し
て
朝
鮮
半

　
島
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
古
代
の
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
製

鉄
技
術

は
な
く
、
遙
か
に
原
始
的
な
海
綿
鉄
製
造
法
や
半
溶
融
還
元
法
で
鉄
を
造

　
っ
て
い
た
と
い
う
主
張
が
、
或
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
同
時
代
に
は
と

も
あ
れ
、
五
～
六
世
紀
に
半
島
に
あ
っ
た
進
ん
だ
技
術
が
、
八
世
紀
の
律
令
制
下

　
で
も
ま
だ
吸
収
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
理
解
は
歴
史
上
で
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
趣
旨
か
ら
言
え
ば
、
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
技
術
は
後
退
し
な
い
、

と
い
う
理
解
も
ま
た
「
常
識
」
で
あ
る
。

C
　
和
鉄
生
産
の
諸
問
題
ー
”
鉄
”
の
製
錬
ー

　
前
近
代
の
日
本
で
も
製
鉄
原
料
に
は
砂
鉄
だ
け
で
は
な
く
鉄
鉱
石
（
岩
鉄
）
も
使

わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
中
世
の
問
題
と
し
て
は
そ
れ
は
、
「
南
蛮
鉄
」
な
ど
海
外
輸

入
の
鉄
素
材
と
一
緒
に
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
和
鉄
生

産
」
と
し
て
砂
鉄
と
木
炭
を
使
う
鉄
生
産
に
限
定
す
る
。

①

製
鉄

（鉄
製
錬
）
は
酸
化
鉄
（
国
⑦
N
O
ω
w
づ
⑦
ω
ρ
）
を
還
元
し
て
鉄
（
ウ
。
）
を
と

　

る
作
業
で
あ
る
が
、
原
料
の
鉄
鉱
石
と
砂
鉄
を
比
較
す
る
と
、
砂
鉄
に
は
硫
黄

　
（
°
。
）
や
燐
（
㊥
）
の
よ
う
な
鉄
の
中
に
入
っ
て
そ
の
質
に
影
響
を
与
え
る
不
純
物

　
が
少
な
い
と
い
う
利
点
が
あ
る
が
、
砂
鉄
は
チ
タ
ン
（
↓
一
）
を
多
く
含
み
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
ど
ま
り

　
が
鉄
生

産
に
お
け
る
歩
留
と
い
う
経
済
問
題
と
抵
触
す
る
こ
と
は
、
月
の
石
分

　
析

に
も
携
わ
っ
た
桂
敬
氏
が
理
論
的
に
も
明
確
に
さ
れ
た
。
こ
の
桂
理
論
に
よ
っ

　

て
、
和
鉄
生
産
に
お
け
る
資
源
と
技
術
と
経
済
が
、
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら

　
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
簡
単
に
解
説
す
る
が
、
詳
細

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
は

直
接
同
氏
の
叙
述
に
拠
ら
れ
た
い
。

　
　
な
お
「
た
た
ら
」
は
、
十
世
紀
に
作
ら
れ
た
百
科
辞
典
『
和
名
類
聚
抄
』
で
は

　
踏
輔
を
指
し
た
が
、
中
世
に
は
『
日
葡
辞
書
』
に
「
砂
か
ら
鉄
を
製
し
た
り
、
銅

　
や
鉄
の
釜

を
鋳
造
し
た
り
す
る
炉
」
と
み
え
、
和
鉄
の
製
鉄
炉
や
銅
鉄
の
鋳
造
炉

　
の
名
称
と
し
て
い
る
。
い
つ
し
か
「
鐘
」
「
舘
」
の
文
字
が
宛
て
ら
れ
て
和
鉄
製

　
鉄
の
炉

を
指
す
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
借
字
で
あ
る
。
こ
う
見
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ら

　
鋪
の
文
字
に
は
、
踏
輔
の
改
良
に
よ
っ
て
高
温
を
実
現
し
、
製
鉄
炉
も
大
型
化
し

　
て

省
力
と
量
産
を
可
能
に
し
た
中
国
地
方
の
和
鉄
生
産
の
歴
史
を
感
じ
と
れ
よ
う

　
が
、
以
下
で
は
簡
単
に
、
和
鉄
生
産
の
製
鉄
炉
を
「
鐘
」
と
記
す
こ
と
に
す
る
。

②

和
鉄
生
産
で
重
要
な
問
題
に
、
鐘
の
炉
の
下
部
に
造
ら
れ
た
防
湿
断
熱
の
た
め

　
の
構
造
物
が
あ
り
、
考
古
学
的
な
製
鉄
炉
型
式
編
年
の
一
つ
の
基
準
と
も
さ
れ
て

　
い
る
。
し
か
し
そ
の
重
要
性
は
前
掲
奥
山
氏
の
『
生
糸
・
小
判
・
和
鉄
』
に
も
詳

　
し
く
説
か
れ
て
い
る
し
、
広
島
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
編
の
『
中
国
地
方
製

　
鉄
遺
跡
の
研
究
』
や
河
瀬
正
利
氏
の
『
た
た
ら
吹
製
鉄
の
技
術
と
構
造
の
考
古
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

　
的
研
究
』
な
ど
に
詳
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
一
切
省
略
す
る
。
一
部
に
は
炉
底
構
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造
の

な
い
製
鉄
炉
を
発
掘
し
た
と
す
る
報
告
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
製

　
鉄
炉
で
は
な
い
か
、
地
下
構
造
部
分
ま
で
掘
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
か
、
の
何
れ
か

　
と
い
う
危
険
性
が
高
い
。
余
程
し
っ
か
り
し
た
岩
盤
の
上
に
で
も
築
か
れ
な
い
限

　
り
、
高
温
長
時
間
の
鋪
の
燃
焼
は
周
辺
の
水
分
を
集
め
、
鉄
造
り
を
失
敗
さ
せ
る
。

　
但
し
こ
こ
で
も
逆
は
真
で
は
な
く
、
比
較
的
短
時
間
の
操
業
で
あ
る
鋼
精
錬
炉
に

　
も
、
地
下
構
造
が
確
認
さ
れ
た
遺
構
も
あ
る
。

③

木
炭
を
燃
料
と
し
、
土
を
こ
ね
て
作
っ
た
炉
に
よ
る
前
近
代
の
和
鉄
生
産
を
、

　
現
代
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
温
度
と
炉
内
の
還
元
雰
囲
気
の
造
成
に
大
き
な
違

　
い
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
現
代
の
溶
鉱
炉
か
ら
排
出
さ
れ
る
ス
ラ
グ
に
は
殆
ど
含

　
ま
れ
な
い
鉄
分
を
、
前
近
代
の
製
鉄
津
は
大
量
に
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、

　
炉
内
で
造
ら
れ
た
鉄
が
粘
土
の
主
成
分
で
あ
る
珪
素
（
。
り
一
）
と
反
応
し
て
鉄
カ
ン

　
ラ
ン
石
（
司
①
N
O
力
［
ρ
）
を
作
る
。
こ
れ
は
他
の
炉
材
成
分
が
造
っ
た
ガ
ラ
ス
質
と

　
と
も
に
鉄
津
の
主
成
分
で
、
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
カ
ラ
ミ
で
あ
る
。
図
⑧
の
⑧

　
と
⑤
◎
を
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
操
業
前
に
分
厚
く
張
ら
れ
て
い
た
炉
底

　
部
の
粘
土
は
す
っ
か
り
溶
け
、
そ
の
空
き
地
に
鉄
が
居
座
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ス

　

ラ
グ
の
主
成
分
で
あ
る
鉄
カ
ン
ラ
ン
石
の
融
点
は
一
二
〇
五
℃
（
そ
の
他
の
ガ
ラ

　
ス

質
成
分
は
よ
り
低
温
）
で
、
操
業
中
は
溶
け
て
液
体
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
顕
微

　
鏡

に
よ
る
鉄
澤
の
観
察
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
操
業
に
よ
っ
て
ス
ラ
グ
が
で
き
る

　
と
、
炉
内
で
造
ら
れ
た
鉄
は
、
比
重
が
重
い
の
で
ス
ラ
グ
の
大
海
の
中
を
沈
み
、

　
炉
底
部
に
集
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ス
ラ
グ
作
り
は
、
原
料
鉄
分
の
一
部
が
ス

　

ラ
グ
と
し
て
捨
て
ら
れ
る
点
で
は
不
経
済
で
あ
る
が
、
炉
内
で
作
ら
れ
た
鉄
の
再

　
酸
化
を
防
ぐ
の
で
、
和
鉄
生
産
で
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
「
炉
は
喰
い

　

た
い
だ
け
食
わ
せ
ろ
」
と
い
う
格
言
は
こ
れ
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。

④

炉
内
で
作
ら
れ
た
重
い
鉄
は
、
ス
ラ
グ
溶
液
中
を
沈
下
し
て
成
長
す
る
が
、
原

　
料
砂
鉄
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
チ
タ
ン
（
↓
一
）
分
は
、
鉄
の
中
に
は
殆
ど
入
ら
ず
、

　
主

に
ウ
ル
ヴ
ォ
ス
ピ
ネ
ル
（
ウ
①
N
鴎
9
・
融
点
＝
二
九
五
℃
）
や
イ
ル
メ
ナ
イ
ト

　
（
司
o
目
O
ω
・
一
四
一
五
℃
）
と
し
て
鉄
澤
中
に
移
行
す
る
。
こ
の
際
何
が
で
き
る

　
か

と
い
う
問
題
は
、
炉
内
の
温
度
と
還
元
状
況
に
依
存
す
る
。
近
代
製
鉄
で
は
チ

　
タ
ン
分
の
多
い
砂
鉄
は
殆
ど
使
用
さ
れ
な
い
し
、
捨
て
ら
れ
る
ス
ラ
グ
に
は
鉄
分

　
は

殆
ど
含
ま
れ
な
い
。
チ
タ
ン
は
あ
っ
て
も
ル
チ
ル
（
↓
6
N
）
と
な
り
、
鉄
分
は

　
含
ま
な
い
。
即
ち
和
鉄
生
産
は
、
原
料
の
鉄
分
の
一
部
が
津
と
し
て
捨
て
ら
れ
る

　
の
で
不
経
済

で
、
特
に
チ
タ
ン
の
多
い
砂
鉄
は
和
鉄
原
料
と
し
て
不
利
で
あ
っ
た
。

⑤

和
鉄
生
産
や
加
工
に
使
わ
れ
た
燃
料
は
木
炭
で
あ
る
が
、
輔
に
よ
っ
て
炉
内
の

　
温
度
は
ス
ラ
グ
の
主
成
分
で
あ
る
鉄
カ
ン
ラ
ン
石
の
融
点
の
一
二
〇
五
℃
以
上
に

　
維
持

さ
れ
、
ウ
ル
ヴ
ォ
ス
ピ
ネ
ル
や
イ
ル
メ
ナ
イ
ト
が
溶
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、

　
そ
の
融
点
一
四
〇
〇
℃
程
度
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
（
図
◎
桂
氏
の
提
出
さ
れ
た

　
状
態
図
は
一
三
五
〇
℃
）
。
東
工
大
の
倉
林
炉
実
験
で
は
操
業
中
は
大
略
一
三
二
〇

　
～
一
五
二
〇
℃
で
、
炉
内
は
常
に
鉄
が
で
き
る
還
元
雰
囲
気
（
O
O
濃
度
）
に
維

　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
持
さ
れ
て
い
た
。
炉
の
上
部
か
ら
砂
鉄
と
木
炭
を
投
入
す
る
和
鉄
の
鑓
炉
で
は
、

　

こ
の
高
い
温
度
と
還
元
雰
囲
気
の
中
で
生
成
し
た
鉄
は
、
途
中
で
木
炭
と
接
触
し

　
な
が
ら
降
下
す
る
の
で
、
多
く
が
銑
鉄
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
温
度
で
は

　
銑
鉄
は

溶
融
し
て
い
る
（
図
④
・
図
⑧
の
◎
）
。
従
っ
て
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
あ

　

る
よ
う
に
、
鑓
の
下
方
に
穴
を
あ
け
れ
ば
、
生
鉄
は
流
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。
し

　
か

し
こ
の
程
度
の
温
度
で
は
、
炭
素
量
の
少
な
い
熟
鉄
は
液
体
で
は
な
い
（
図

　
⑧
）
。
そ
こ
で
生
鉄
と
カ
ラ
ミ
が
流
れ
去
っ
た
後
は
、
熟
鉄
が
ケ
ラ
と
し
て
底
に

　
残

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
組
成
は
不
均
一
で
、
カ
ラ
ミ
も
入
る
。
江
戸
時

　
代
の

百
科
辞
典
の
説
は
、
現
代
化
学
で
も
基
本
的
に
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

⑥

チ

タ
ン
の
挙
動
を
中
心
に
砂
鉄
を
原
料
と
す
る
和
鉄
生
産
を
み
る
と
、
鉄
造
り

　

は
砂
鉄
中
の
チ
タ
ン
を
ス
ラ
グ
と
し
て
濃
縮
除
去
す
る
作
業
と
捉
え
直
す
こ
と
も

　
で
き
る
。
即
ち
砂
鉄
を
原
料
と
し
た
製
鉄
淳
に
は
、
鉄
カ
ン
ラ
ン
石
の
他
に
ウ
ル

　
ヴ

ォ
ス
ピ
ネ
ル
や
イ
ル
メ
ナ
イ
ト
な
ど
の
チ
タ
ン
ー
鉄
化
合
物
が
含
ま
れ
、
顕
微

　
鏡
で
み

れ
ば

そ
の
結
晶
が
確
認
さ
れ
る
し
、
そ
の
結
晶
の
大
き
さ
な
ど
に
は
ス
ラ

　

グ
の
冷
却
条
件
な
ど
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鉄
津
の
チ
タ
ン
量
（
鉄
対
比

　
ゴ
＼
哨
。
）
に
は
そ
の
製
鉄
所
の
技
術
力
が
反
映
さ
れ
る
し
、
遺
跡
地
に
投
棄
さ
れ
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た
鉄
津
の
チ
タ
ン
量
は
、
原
料
砂
鉄
中
の
チ
タ
ン
量
よ
り
必
ず
多
く
な
る
は
ず
で

　
　
（
2
9
）

　
あ
る
。

⑦

こ
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
チ
タ
ン
を
全
く
含
ま
な
い
岩
鉄
（
鉄
鉱
石
）
を
原
料

　
と
し
た
方
が
経
済
的
に
有
利
な
こ
と
は
明
ら
か
で
、
わ
が
国
で
も
初
期
に
は
、
岩

　
鉄
を
利
用
し
た
鉄
生
産
の
比
重
の
高
い
こ
と
が
考
古
学
的
に
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
岩
鉄
に
は
、
採
掘
技
術
と
資
源
の
枯
渇
と
い
う
制
約
が
あ
る
が
、
岩
手
県
の
釜
石

　
周
辺
や
長
野
県
の
茂
来
山
鑓
の
よ
う
に
、
近
世
に
も
局
地
的
に
は
利
用
さ
れ
、
小

　
規
模
な
生
産
で
も
市
場
で
太
刀
打
ち
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
の
砂
鉄
は
、
火

　
山
国
日
本
で
は
殆
ど
ど
こ
に
で
も
産
す
る
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
チ
タ
ン
量
は
地

　
域

に
よ
る
差
異
が
あ
り
、
中
国
山
地
と
北
九
州
は
チ
タ
ン
の
特
に
少
な
い
砂
鉄
地

　
帯
で
あ
る
（
関
東
な
ど
の
砂
鉄
の
チ
タ
ン
量
ゴ
＼
司
Φ
は
一
〇
～
一
五
％
が
普
通
で
、
中

　
国
山
地
は
二
％
以
下
）
。
こ
の
資
源
の
質
が
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か

　
は
今
後
の
歴
史
学
の
課
題
で
あ
る
が
、
流
通
交
易
が
盛
ん
に
な
る
と
チ
タ
ン
の
多

　
い
関
東
な
ど
の
鉄
生
産
が
衰
え
、
中
国
山
地
と
釜
石
鉄
山
な
ど
を
も
つ
東
北
地
方

　
が
製
鉄
基
地
に
な
る
の
は
、
当
然
の
事
象
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
（
他
に
労
働
力

　
の
価
格
と
質
の
問
題
も
大
き
い
）
。

　

D
　
熟
鉄
と
劔
の
生
産
ー
”
鋼
”
精
錬
・
大
鍛
冶
技
術
ー

　

こ
れ
は
基
本
的
に
”
鋼
”
生
産
の
問
題
で
、
桂
敬
氏
も
気
に
懸
け
な
が
ら
亡
く
な

ら
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
。
金
属
学
に
無
知
の
私
に
扱
え
る
問
題
で
は
な
い
が
、
考
古

学
の

分
野
で

は
軽
視
さ
れ
、
常
識
は
ず
れ
の
解
釈
も
あ
る
の
で
、
気
付
い
た
点
を
列

記
す
る
。

①

近
世
に

は
前
述
の
よ
う
に
、
炭
素
量
の
少
な
い
”
鋼
”
が
「
熟
鉄
」
、
炭
素
量

　
の
多
い
”
鋼
”
が
「
銀
」
と
呼
ば
れ
、
熟
鉄
と
生
鉄
を
合
せ
て
釦
を
作
る
の
が
基

　
本
的
な
作
業
手
順
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、
柔
鉄
の
生
産

　
方
法
と
し
て
、
鑓
で
生
鉄
を
流
し
出
し
た
後
に
炉
底
部
に
残
る
「
大
塊
」
が
ケ
ラ

　
　
ど
ん
て
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
が
ね

　
（
「
鈍
鉄
」
）
で
、
こ
れ
を
錆
拍
し
て
「
鎌
」
を
作
っ
て
い
る
。
「
錆
拍
」
は
鍛
造
作

　
業
を
指
す
用
語
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
炭
素
量
の
少
な
い
熟
鉄
で
あ
る

　
か

ら
多
少
成
長
し
て
も
鍛
造
処
理
が
可
能
で
、
こ
れ
が
熟
鉄
の
一
つ
の
生
産
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
げ
ら

　
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
に
引
用
し
た
高
橋
一
郎
氏
の
「
歩
鋳
」
に
当
た
り
、
江
戸
時

　
代
中
末
期
に
は
大
鍛
冶
場
に
運
ば
れ
、
更
に
精
製
さ
れ
て
熟
鉄
（
包
丁
鉄
）
と
し

　
て

出
荷
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
前
述
の
よ
う
に
古
代
・
中
世
に
は
、
そ
の
ま
ま

　
「
打
鉄
（
主
に
熟
鉄
）
」
と
し
て
市
場
に
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
合

に
は
板
金
の
製
作
は
、
鐘
場
と
そ
の
周
辺
で
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

②

『和
漢
三
才
図
会
』
に
は
、
生
鉄
を
流
し
だ
し
た
後
に
、
炉
底
に
残
る
鍔
を
取

　

り
出
さ
ず
、
十
一
日
錯
か
す
と
色
爽
や
か
な
鋼
鉄
（
銀
）
に
な
る
、
と
説
い
て
い

　

る
。
し
か
し
こ
れ
は
果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会

　
の
鉗
押
作
業
を
見
て
も
、
四
日
目
に
は
炉
壁
も
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
い
る
。
日
数

　
の

疑
問
は
別
に
し
て
も
、
炉
底
に
残
っ
た
鑓
を
鋳
か
し
続
け
る
の
に
ど
の
よ
う
な

　
方
法
を
取
っ
た
の
か
、
疑
問
が
多
い
。
金
属
学
者
の
解
釈
を
待
ち
た
い
。

③

一
方
、
山
本
良
臣
が
著
し
た
『
本
草
綱
目
釈
義
』
八
金
に
は
、
生
鉄
か
ら
熟
鉄

　

を
作
す
方
法
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

（生
鉄

ヲ
）
タ
・
ラ
ヲ
以
テ
ワ
カ
ス
モ
、
七
日
ホ
ド
ト
カ
ス
ト
キ
ハ
、
熟
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）

　
　
ヤ

ワ
ラ
カ
ニ
ナ
ル
ナ
リ
。
方
言
ニ
ケ
ラ
ト
云
。
鋳
ノ
字
ヲ
和
訓
ニ
ケ
ラ
ト
云
。

　
　
唐
ニ
テ
ハ
熟
鉄
・
柔
鉄
ナ
ド
・
云
ナ
リ
。
ナ
マ
ガ
ネ
ト
モ
云
。

　
　
鐘
の

中
で
生
鉄
を
半
溶
融
状
態
の
ま
ま
に
維
持
し
、
熟
鉄
を
作
っ
た
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
ね
り
が
ね

　
る
。
こ
れ
は
「
錬
鉄
」
の
呼
称
に
合
致
す
る
し
、
熟
鉄
で
あ
れ
ば
大
き
な
塊
と
な

　
っ

て

も
鍛
造
可
能
で
あ
る
。
た
だ
現
実
に
は
、
こ
の
「
錬
」
の
過
程
に
ど
の
よ
う

　
な
問
題
が
お
こ
る
の
か
、
半
溶
融
状
態
の
維
持
方
法
や
ス
ラ
グ
の
問
題
な
ど
も
私

　

に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
、
銑
鉄
か
ら
熟
鉄
を
作
る
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た

　
ら
し
い
。
或
は
こ
れ
は
、
次
の
「
妙
鋼
法
」
を
不
正
確
に
伝
え
た
も
の
か
も
知
れ

　
な
い
。
但
し
こ
の
場
合
に
は
、
た
と
え
同
じ
鐘
炉
で
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、
銑
を

　
経
由
し
た
間
接
製
鋼
法
で
あ
る
。

④

妙
鋼
法
は
佐
々
木
稔
氏
ら
の
金
属
学
者
が
、
考
古
学
の
出
土
鉄
器
、
特
に
刀
剣
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（
3
1
）

類
を
理
解
す
る
た
め
に
紹
介
し
た
技
法
で
、
漢
代
の
中
国
で
生
ま
れ
た
と
い
う
。

現
在
の
考
古
学
界
で
は
既
に
市
民
権
を
得
て
い
る
“
鋼
”
製
造
の
技
法
で
あ
る
こ

と
は
、
前
に
あ
げ
た
東
潮
氏
の
「
鉄
鍵
の
基
礎
的
研
究
」
で
も
明
ち
か
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
明
代
の
技
術
書
『
天
工
開
物
』
の
文
章
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
熟
鉄
を
つ
く
る
ば
あ
い
に
は
、
生
鉄
が
流
れ
出
た
時
に
、
流
れ
は
数
尺
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
ね

　
で
数
寸
低
く
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
一
つ
の
四
角
な
塘
を
築
き
あ
げ
て
、
そ
れ

　
を
低
い
壁
で
か
こ
う
。
鉄
が
流
れ
て
塘
の
中
に
は
い
る
と
、
数
人
が
柳
の
棒
を

　
も
っ
て
垣
の
下
に
並
び
立
つ
。
あ
ら
か
じ
め
汚
い
海
浜
の
泥
を
さ
ら
し
乾
か
し
、

　
つ
い
で
細
か
い
ふ
る
い
に
か
け
、
小
麦
粉
の
よ
う
に
し
て
お
く
。
そ
れ
を
一
人

　
が
手
早
く
ま
き
散
ら
し
、
多
人
数
が
柳
の
棒
で
早
く
か
き
回
す
と
、
す
ぐ
熟
鉄

　
が
で

き
あ
が
る
。
柳
の
棒
は
一
回
用
い
る
ご
と
に
二
・
三
寸
が
焼
け
折
れ
る
か

　

ら
、
二
度
使
用
す
れ
ば
ま
た
と
り
か
え
る
。
か
き
ま
わ
し
て
か
ら
少
し
冷
却
し

　
た
時
に
、
塘
の
中
で
切
り
と
っ
て
四
角
な
塊
と
し
た
り
、
と
り
出
し
て
槌
で
円

　
形

に
打
っ
て
か
ら
売
っ
た
り
す
る
。

こ
の
熟
鉄
製
造
法
は
、
銑
鉄
中
の
炭
素
を
空
気
中
の
酸
素
で
還
元
除
去
す
る
も
の

で
、
原
理
は
べ
ッ
セ
マ
ー
転
炉
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
燐
の
少
な
い
砂
鉄

製
鉄
で
は
充
分
に
良
質
の
鉄
が
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鉄
は
炭
素
量
が
減
少

す
れ
ば
固
化
す
る
（
④
）
。
「
汚
い
海
浜
の
泥
」
は
、
ス
ラ
グ
の
融
点
を
低
く
す
る

た
め
の
カ
ル
シ
ウ
ム
（
9
）
や
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
（
ζ
o
q
）
の
効
用
が
想
定
で
き
よ
う
。

半
溶
融
状
態
の
“
錬
鉄
”
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
る
直
接
製
鋼
法
と
比
較
す
れ
ば
進

ん
だ

技
術
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
技
術
史
の
伝
承
に
よ
る
技
術
段
階
を

優
先

し
、
漢
代
の
中
国
で
生
ま
れ
た
有
用
な
技
術
が
日
本
で
は
不
可
能
と
み
る
方

が
非
常
識
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
『
天
工
開
物
』
に
紹
介
さ
れ
た
中
国
の
妙
鋼

法
が
、
生
鉄
か
ら
直
接
に
銀
を
作
る
の
で
は
な
く
、
先
ず
は
熟
鉄
を
つ
く
り
、
灌

鋼
法
で
銀
を
作
っ
て
い
る
こ
と
は
、
和
鉄
の
製
鋼
法
と
し
て
無
視
で
き
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
場
合
に
、
遺
物
と
し
て
出
土
す
る
鉄
津
は
ど
の
よ
う

な
性
格
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
研
究
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
製
法
で

　
作
ら
れ
た
鉄
鍵
や
鉄
器
中
の
非
金
属
介
在
物
か
ら
み
て
、
カ
ル
シ
ウ
ム
や
マ
グ
ネ

　

シ
ウ
ム
な
ど
を
多
く
含
む
鉄
津
が
で
き
た
可
能
性
が
高
い
。

⑤
同
様
に
生
鉄
中
の
炭
素
分
を
酸
化
除
去
す
る
が
、
酸
化
剤
と
し
て
砕
粉
さ
れ
た

　
酸
化
鉄

（鉱
石

粉
）
を
利
用
す
る
方
法
が
説
か
れ
、
こ
の
酸
化
剤
と
し
て
砂
鉄
が

　
利
用
さ
れ
た
と
み
る
と
理
解
し
や
す
い
よ
う
な
遺
跡
が
、
近
年
相
次
い
で
見
出
さ

　
れ
て

い

る
。
高
度
成
長
期
に
殆
ど
消
滅
し
た
が
、
近
代
の
平
炉
の
場
合
に
も
、
銑

　
鉄

と
屑
鉄
に
石
灰
石
な
ど
を
入
れ
て
加
熱
し
、
酸
素
や
鉱
石
粉
で
銑
鉄
中
の
炭
素

　
や

燐
・
珪
素
な
ど
を
除
去
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
方
法
も
原
理
と
し
て
は
理
解
で

　
き
る
。
し
か
し
木
炭
と
砂
鉄
を
使
う
和
鉄
生
産
に
適
用
す
る
に
は
、
温
度
条
件
な

　
ど
も
未
解
明
で
実
験
に
よ
る
検
証
も
な
く
、
固
体
の
砂
鉄
が
溶
融
し
た
生
鉄
と
接

　
触

し
て
ど
の
よ
う
な
変
化
を
示
す
か
と
い
う
点
も
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て

　

こ
の
方
法
は
ま
だ
有
力
な
仮
説
と
し
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
出
土

　
ス

ラ
グ
の
中
に
、
ウ
ル
ヴ
ォ
ス
ピ
ネ
ル
（
男
⑦
覧
一
P
）
や
イ
ル
メ
ナ
イ
ト

　
（
司
而
自
O
ω
）
に
留
ま
ら
ず
、
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト
6
①
弓
6
ω
・
融
点
一
七
九
一
℃
）
の

　

よ
う
に
ル
チ
ル
（
目
O
N
）
に
近
い
組
成
を
持
つ
チ
タ
ン
化
合
物
が
出
土
し
た
鉄
澤

　
中
に
発
見
さ
れ
、
溶
融
し
た
銑
鉄
と
固
体
の
砂
鉄
の
接
触
反
応
な
ど
も
考
慮
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
必
要
が
で
て

い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
物
質
が
見
出
さ
れ

　
て

桂
氏
を
驚
嘆
さ
せ
た
茨
城
県
美
野
里
町
花
館
遺
跡
を
そ
う
し
た
“
鋼
”
精
錬
遺

　
跡

と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
出
土
鉄
澤
は
、
成
分
の
不
均
質
と
カ
ル
シ
ウ
ム
分
な
ど

　
の
造
澤
物
質
の
高
さ
を
特
徴
と
し
、
中
に
チ
タ
ン
分
の
異
常
に
高
い
も
の
も
含
ま

　
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
現
実
に
、
古
代
お
よ
び
中
世
の
遺
跡
の
中
か
ら
、
赤
沼
英
男
氏
ら
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

て

多
く
の
“
鋼
”
精
錬
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
に
は
、
以
前

に
「
製
鉄
遺
跡
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
た
遺
跡
も
含
ま
れ
て
い
る
。
更
に
興
味
深

い

こ
と
に
、
そ
こ
に
は
「
鉄
塊
系
遺
物
」
を
出
土
す
る
遺
跡
が
少
な
く
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
も
う
一
度
、
穴
沢
氏
の
「
鉄
塊
系
遺
物
」
を
見
直
す
こ
と
に
し

よ
・
つ
。
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0
大
鍛
冶
遺
跡
の
見
直
し
を
ー
「
鉄
塊
系
遺
物
」
と
は
何
か
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
穴
沢
氏
は
「
た
た
ら
研
究
会
大
会
資
料
集
」
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
こ
れ
ら
の
諸
遺
跡
で
生
産
さ
れ
た
荒
鉄
（
鉄
塊
系
遺
物
）
は
、
錬
鉄

　
　
＋

鋼
、
錬
鉄
＋
鋼
＋
銑
鉄
、
鋼
＋
銑
鉄
の
生
産
地
帯
と
ま
ち
ま
ち
な
も
の
で
あ

　
　

っ

た
と
い
う
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
氏
の
文
章
は
か
な
り
難
解
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
前
に
は
東
国
の
鍛
冶
集
団
の
炉

の
小
型
化
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
何
を
承
け
る
文
章
か
、
私

に
は
明
瞭
に
は
読
み
と
れ
な
か
っ
た
の
で
、
「
荒
鉄
（
鉄
塊
系
遺
物
）
」
と
あ
る
部
分

を
取
り
上
げ
、
こ
こ
に
「
あ
ら
か
ね
」
に
対
す
る
誤
解
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の

で

あ
る
。
こ
の
文
章
の
置
か
れ
た
場
所
を
重
視
す
れ
ば
、
こ
の
「
鉄
塊
系
遺
物
」
は

鍛
冶
の
生
産
物
の
よ
う
に
と
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
鍛
冶
を
大

鍛
冶

と
し
て
も
、
銑
鉄
塊
が
生
産
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
製
鉄
炉
に
伴

う
産
物
と
し
て
こ
れ
ら
雑
多
な
鉄
を
考
え
て
お
い
で
か
と
推
察
さ
れ
る
。
何
れ
に
せ

よ
、
「
製
品
」
を
「
遺
物
」
と
し
て
廃
棄
さ
れ
た
理
由
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
当
日
の
会
場
で
は
、
大
澤
正
己
氏
が
穴
沢
氏
の
報
告
に
コ
メ
ン
ト
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

お
り
、
そ
の
資
料
も
配
布
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
鍛
冶
精
錬
は
送
風
装
置
が
改
善
さ
れ
た
せ
い
か
大
型
羽
口
の
採
用
で
炉
内
温

　
　
度
も
上
昇
し
、
粗
悪
な
荒
鉄
（
製
錬
生
成
鉄
で
、
表
皮
ス
ラ
グ
や
捲
込
ス
ラ
グ
、

　
　
更
に

は

炉
材
粘
土
な
ど
の
不
純
物
を
含
む
原
料
鉄
）
ま
で
が
処
理
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
大
澤
氏
の
定
義
で
は
、
「
荒
鉄
」
は
製
錬
生
成
鉄
と
断
定
さ
れ
て
お
り
、
そ

の

点
で
は
荒
鉄
1
1
生
鉄
と
い
う
江
戸
時
代
の
百
科
辞
典
の
記
述
と
一
致
す
る
。
し
か

し
こ
れ
で
は
生
産
遺
跡
の
廃
棄
物
で
あ
る
鉄
塊
系
遺
物
で
は
な
く
、
鍛
冶
遺
跡
の

「
原
料
鉄
」
で
あ
る
よ
う
で
、
ケ
ラ
を
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
穴
沢
氏
の
見
解
と

は
ず
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
鍛
冶
の
性
格
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

（但

し
荒
鉄
は
商
品
で
あ
る
か
ら
、
大
澤
氏
の
指
摘
の
よ
う
な
ス
ラ
グ
と
の
分
離
の
悪
い
物

質
が
商
品
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
）

　
と
こ
ろ
で
赤
沼
英
男
氏
は
、
半
地
下
式
竪
型
炉
を
も
つ
青
森
県
の
杢
沢
遺
跡
と
新

潟
県
の
北
沢
遺
跡
に
お
い
て
、
鋼
に
付
着
し
た
鉄
津
や
共
析
鋼
・
過
共
析
鋼
・
片
状

黒
鉛
が
鉄
津
と
と
も
に
出
土
し
、
中
に
は
燐
化
鉄
や
硫
化
鉄
な
ど
を
含
む
銑
鉄
塊
な

ど
も
存
在
し
、
ま
た
ル
チ
ル
に
近
い
高
チ
タ
ン
化
合
物
が
鉄
津
中
か
ら
見
出
さ
れ
た

こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
製
鉄
遺
跡
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
岩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

鉄
系
の
銑
鉄
を
砂
鉄
に
よ
っ
て
脱
炭
し
た
鋼
精
錬
遺
跡
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
こ

れ

ら
の
鋼
塊
や
銑
鉄
塊
は
「
鉄
塊
系
遺
物
」
と
い
う
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
し
、
組
成

に
は
穴
沢
氏
の
荒
鉄
1
1
鉄
塊
系
遺
物
の
組
成
と
の
相
似
性
も
認
め
ら
れ
る
。
と
す
れ

ば

こ
れ
は
、
製
鉄
（
製
錬
）
に
伴
う
出
土
遺
物
で
は
な
く
、
前
節
D
l
④
に
あ
げ
た

大
鍛
冶
に
伴
う
遺
物
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
な
ら
ば
、

溶

け
た
生
鉄
を
精
錬
す
る
過
程
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
失
敗
し
、
原
料
と
し
て
再
溶
融

す
る
こ
と
も
、
鍛
冶
原
料
と
し
て
鍛
造
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
廃
棄
さ
れ
た

生
産
遺
跡
の
「
遺
物
」
と
し
て
合
理
的
な
理
解
が
可
能
に
な
る
。

　
当
初
の
計
画
で
は
、
こ
れ
ま
で
軽
視
さ
れ
て
い
た
大
鍛
冶
作
業
、
つ
ま
り
熟
鉄
と

劔
の
製
造
に
つ
い
て
も
う
少
し
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
う
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し

既

に
予
約
紙
数
は
尽
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
穴
沢
報
告
に
お
い
て
製
鉄
遺
跡

と
さ
れ
、
中
世
の
遺
跡
地
図
に
組
み
込
ま
れ
た
新
潟
県
の
北
沢
遺
跡
と
真
木
山
遺
跡

に
限
定
し
て
、
そ
の
報
告
を
見
直
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

A
　
新
潟
県
北
沢
遺
跡
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

①

新
潟
県
豊
浦
町
文
化
財
調
査
報
告
五
『
北
沢
遺
跡
群
』
に
よ
る
と
、
こ
の
遺
跡

　
は

中
世
の
鉄
関
連
遺
跡
と
陶
器
窯
趾
、
牧
場
遺
構
な
ど
が
複
合
し
た
興
味
深
い
遺

　
跡
群
で
あ
る
が
、
そ
の
鉄
関
連
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
出
土
遺
物
か
ら
こ
れ
を
製
鉄

　
遺
跡
と
判
断
し
た
穴
沢
義
功
氏
ら
十
名
の
報
告
（
以
下
⑤
報
告
と
呼
ぶ
）
と
、
鋼

　
精
錬
の
遺
跡
と
判
定
し
た
赤
沼
英
男
氏
の
報
告
（
◎
報
告
）
が
併
載
さ
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
発
掘
担
当
者
の
川
上
貞
雄
氏
は
考
古
学
的
な
見
地
か
ら
こ
れ
を
鋼
精
錬
遺

　
跡

と
さ
れ
た
（
④
報
告
）
。
鉄
関
連
遺
跡
の
よ
う
に
多
く
の
学
問
分
野
に
わ
た
る
研

　
究
で
は
、
異
論
が
あ
れ
ば
併
記
す
る
の
は
学
問
的
に
妥
当
で
、
こ
れ
を
実
行
さ
れ

　
た
教
育
委
員
会
の
態
度
に
敬
意
を
表
す
る
。
こ
う
し
た
真
摯
な
態
度
に
よ
っ
て
こ

　
の

遺
跡
は
、
従
来
や
や
無
責
任
に
「
製
鉄
遺
跡
」
と
さ
れ
て
き
た
一
部
の
遺
跡
を

　
見
直
す
契
機
と
な
っ
た
。
な
お
こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
川
上
氏
が
中
世
の
「
鋼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
精
錬
遺

跡
」
と
し
て
再
報
告
さ
れ
、
筆
者
も
そ
の
意
義
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ

　
（
3
9
）

　

る
。
詳
し
く
は
そ
れ
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②

穴
沢
氏

ら
の
⑮
報
告
を
読
む
と
、
こ
の
遺
跡
の
性
格
に
関
し
て
、
A
、
銑
鉄
と

　
鋼
鉄
と
い
う
少
な
く
と
も
二
種
類
の
鉄
を
生
産
し
て
い
た
と
す
る
説
、
B
、
製
鉄

　
炉
で

あ
る
が
、
銑
鉄
と
軟
鉄
を
作
り
分
け
る
高
い
技
術
力
を
持
っ
て
い
た
と
す
る

　
説
、
C
、
こ
の
遺
跡
に
は
製
錬
炉
と
精
錬
炉
と
が
あ
り
、
両
方
を
行
っ
て
い
た
と

　
す
る
説
（
但
し
精
錬
炉
の
存
在
を
肯
定
す
る
材
料
は
な
い
と
す
る
）
、
の
三
説
を
挙
げ
、

　
一
見
こ
れ
ら
の
諸
説
を
慎
重
に
検
討
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
不
思
議

　
な
こ
と
に
、
発
掘
担
当
者
で
あ
る
川
上
氏
が
早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
、
赤
沼
氏
が
◎

　
報
告
で
裏
付
け
た
「
外
部
か
ら
銑
鉄
を
移
入
し
て
こ
の
場
で
鋼
精
錬
を
し
た
精
錬

　
遣
跡
」
と
い
う
視
角
は
な
ぜ
か
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
説
の
内
の
第
三

　
の

C
説
は
、
両
説
が
共
存
す
る
案
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
「
但
し
精
錬
炉
の
存
在
を

　
肯
定
す
る
材
料
は
な
い
」
と
切
り
捨
て
て
い
る
。
ま
た
第
二
の
B
説
は
、
前
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ら

　
た
和
鉄
生
産
の
方
式
に
近
い
が
、
こ
れ
も
「
軟
鉄
（
熟
鉄
）
を
取
り
出
す
た
め
に

　
炉

を
壊
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
理
由
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
報
告
者
ら

　

は
、
土
で
作
ら
れ
た
製
鉄
炉
が
同
じ
状
態
で
何
度
も
使
わ
れ
た
と
考
え
て
お
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
る
ら
し
い
。
こ
れ
は
遺
構
の
発
掘
状
況
と
も
齪
酷
す
る
奇
妙
な
論
理
で
あ
る
。

　
　
結
局
こ
の
⑤
報
告
の
結
論
は
A
の
、
銑
鉄
も
鋼
も
（
恐
ら
く
熟
鉄
も
）
、
何
で
も

　
一
緒
に
出
来
る
生
産
方
式
ら
し
く
、
こ
の
報
告
書
に
は
生
成
物
が
空
中
に
浮
か
ぶ

　
「
鉄
澤
・
鉄
塊
の
生
成
位
置
模
式
図
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
模
式
図
は
、
従

　
来
発
掘
さ
れ
た
考
古
遺
跡
の
成
果
と
も
矛
盾
す
る
奇
妙
な
製
鉄
炉
で
あ
る
が
、
既

　
に
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
今
回
は
省
略
す
る
。
こ
の
模
式
炉
で
重
い
鉄
塊
系

　
遺
物
が
生
成
し
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
の
報
告
書
に
は
私

　
の

理
解
で
き
な
い
記
述
が
多
く
あ
っ
た
の
で
、
十
名
の
内
の
お
二
人
の
方
に
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
が
っ
た
が
、
共
に
論
理
的
な
説
明
は
戴
け
な
か
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

③

こ
の
北
沢
遺
跡
に
は
、
鉄
塊
が
か
な
り
の
数
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
川
上
氏
の

　
⑧
報
告

に
よ
る
と
、
そ
の
量
は
六
三
四
妊
余
、
「
現
地
採
集
時
点
で
明
ら
か
に
鉄

　
塊

と
判
別
出
来
る
も
の
も
あ
る
」
と
い
う
。
筆
者
も
拝
見
し
た
が
、
鉄
津
の
中
か

　
ら
簡
単
に
み
つ
け
ら
れ
た
。
従
っ
て
遺
跡
地
に
放
棄
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
鉄
塊
系
遺

　
物
が
、
当
地
で
生
産
す
る
目
的
の
製
品
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
渇
。
遺
物
中

　

に
紛
れ
込
ん
だ
僅
か
な
量
な
ら
別
で
あ
る
が
、
一
〇
個
の
鉄
塊
を
分
析
し
た
結
果

　
と
し
て
、
「
北
沢
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
鉄
塊
は
い
ず
れ
も
製
錬
途
中
の
製
品
で
あ

　

る
」
と
す
る
⑤
報
告
の
断
定
は
、
私
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　

こ
れ
に
対
し
て
赤
沼
氏
の
◎
報
告
は
、
六
個
の
鉄
塊
を
分
析
し
て
鋼
塊
四
と
銑

　
鉄
塊
二

を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
銑
鉄
塊
に
は
燐
分
が
異
常
に
高
く
、
遺

　
跡
内
か
ら
発
見
さ
れ
た
砂
鉄
か
ら
作
ら
れ
た
銑
鉄
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ

　
り
、
鉄
鉱
石
（
岩
鉄
）
原
料
の
銑
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
四
点
の

　
鋼
塊

に
は
チ
タ
ン
化
合
物
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
、
出
土
鉄
澤
や
鉄
塊
に
付
着
し
た

　
ス

ラ
グ
の
中
に
は
ル
チ
ル
（
自
O
N
）
に
近
い
組
成
の
高
チ
タ
ン
化
合
物
や
珪
酸
塩

　
が
見
出
さ
れ
、
マ
ン
ガ
ン
や
カ
ル
シ
ウ
ム
に
異
常
値
を
示
す
鉄
津
が
確
認
さ
れ
た

　

こ
と
、
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
こ
の
遺
跡
は
外
部
か
ら
供
給
さ
れ
た
銑
鉄
を
脱
炭

　
す
る
鋼
製
錬
遺
跡
で
あ
り
、
そ
の
脱
炭
材
と
し
て
砂
鉄
が
利
用
さ
れ
た
も
の
と
想

　
定
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
赤
沼
氏
の
観
察
は
、
前
節
D
の
④
に
挙
げ
た
技
術
と
合
致
し
、
脱
炭
材
と

　

し
て
砂
鉄
を
使
用
し
た
と
い
う
「
仮
説
」
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。

　

B
　
新
潟
県
真
木
山
遺
跡
の
場
合

①
新
潟
県
豊
浦
町
文
化
財
報
告
二

　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

『真
木
山
製
鉄
遺
跡
』
で
も
出
土
鉄
塊
が
観
察
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さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
報
告
に
も
、
出
土
鉄
塊
を
製
錬
（
製
鉄
作
業
）
に
よ

　

る
第
一
次
の
製
品
と
見
る
か
、
鋼
精
錬
の
遺
物
と
見
る
か
、
二
説
が
併
記
さ
れ
て

　
い

る
。
即
ち
、
当
地
出
土
の
二
個
の
鉄
塊
を
鍛
打
し
て
太
刀
を
造
ら
れ
た
刀
工
の

　
天

田
昭
次
氏
は
、
こ
れ
を
「
一
回
の
製
錬
で
出
来
た
も
の
で
な
く
、
二
次
工
程
で

　
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
金
属
冶
金
学
の
大

　
澤
正
己

氏

は
、
五
点
の
出
土
鉄
澤
に
高
い
濃
度
の
チ
タ
ン
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
に

　

よ
っ
て
、
こ
の
遺
跡
を
製
鉄
遺
跡
と
判
断
し
、
鉄
澤
に
つ
い
て
も
や
や
疑
問
を
残

　

し
な
が
ら
も
「
製
錬
炉
か
ら
の
生
成
物
と
み
な
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と

　
記
し
て
お
ら
れ
る
。

②

こ
の
真
木
山
遺
跡
の
場
合
に
は
、
発
掘
担
当
者
の
佐
藤
義
利
氏
は
、
近
隣
の
館

　
跡

に
「
鍛
冶
」
の
地
名
が
多
い
こ
と
や
近
く
に
金
屋
地
名
の
多
い
こ
と
、
近
辺
で

　
も
鉄
塊
が
拾
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
傍
証
と
し
て
挙
げ
、
こ
れ
を
製
鉄
遺
跡

　
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
、
報
告
書
名
も
『
真
木
山
製

　
鉄
遺
跡
』
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
例
は
真
木
山
遺
跡
が
製
鉄
遺
跡

　
で

あ
る
証
拠
と
は
な
ら
な
い
の
で
、
予
断
を
避
け
る
た
め
に
本
稿
で
は
「
真
木
山

　
遺
跡
」
と
記
し
た
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
こ
の
報
告
も
二
説
併
記
の
学
問
的
態

　
度

を
保
持
し
、
幾
度
も
見
直
さ
れ
る
よ
う
な
後
学
を
稗
益
す
る
報
告
書
と
な
っ
た

　
点
で
あ
る
。
北
山
遺
跡
の
発
掘
以
後
に
、
こ
れ
を
無
批
判
に
「
製
鉄
遺
跡
」
と
す

　

る
の
は
、
学
問
的
態
度
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

③

大
澤
氏
の
掲
げ
た
鉄
津
の
分
析
値
を
み
る
と
、
点
数
は
少
な
い
が
成
分
の
ば
ら

　
つ
き
が
激
し
く
、
中
に
燐
分
や
カ
ル
シ
ウ
ム
・
珪
素
の
異
常
に
多
い
も
の
が
あ
っ

　

て
、
よ
く
溶
融
し
た
製
鉄
津
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
。
ま
た
鉄
塊
に
も
銅

　
や
燐
の
多
い
も
の
が
あ
る
し
、
炭
素
量
も
多
様
（
三
・
六
五
～
一
・
二
五
％
）
で
銑
鉄

　
と
鋼
が
混
在
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
一
点
に
つ
い
て
氏
は
、

　
「
炭
素
量
一
・
五
五
の
超
共
析
鋼
の
範
疇
に
入
っ
て
い
る
」
が
、
「
微
量
元
素
は
お

　
し
な
べ
て
低
め
で
高
純
度
の
鋼
で
あ
り
、
砂
鉄
製
錬
で
あ
る
な
ら
ば
、
銅
・
ニ
ッ

　
ケ
ル
・
コ
バ
ル
ト
の
高
目
が
頗
る
特
徴
的
」
と
、
当
地
の
砂
鉄
を
原
料
と
し
て
作

　

ら
れ
た
鉄
と
見
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

　
発
掘
報
告
書
で
の

大
澤
報
告
は
、
他
の
遺
跡
の
鉄
塊
出
土
例
や
、
類
似
し
た
他
の

　
遺
跡
の
炉
（
シ
ャ
フ
ト
炉
）
と
比
較
す
る
な
ど
、
豊
か
な
内
容
を
持
つ
報
告
で
、

　
最
後
に
「
こ
の
シ
ャ
フ
ト
型
竪
炉
で
製
造
さ
れ
た
鉄
塊
は
、
遺
跡
に
遺
存
し
た
鉄

　
塊
だ

け
か
ら
判
断
す
る
と
鋼
（
炭
素
量
一
・
五
％
）
に
分
類
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も

　

こ
の
ま
ま
で
は
脆
く
て
使
用
に
耐
え
ず
焼
な
ま
し
が
必
要
で
あ
り
、
鉄
塊
を
素
材

　

残
留
品
と
す
る
か
廃
棄
物
に
と
る
か
も
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ

　

ら
れ
た
。
即
ち
こ
の
報
告
書
を
詳
し
く
見
る
と
、
大
澤
氏
は
遺
跡
出
土
の
「
鉄
塊

　
系
遺
物
」
を
、
こ
の
遺
跡
の
生
産
物
か
廃
棄
物
か
、
他
の
遺
跡
の
持
ち
込
み
か
と

　

い
う
判
断
を
、
最
終
的
に
は
保
留
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

④

そ
し
て
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
刀
工
天
田
氏
宅
の
大
鍛
冶
淫
を
分
析
し

　

た
大
澤
氏
の
結
論
で
あ
る
。
氏
は
言
う
。
「
天
田
氏
宅
の
大
鍛
冶
津
と
い
う
こ
と

　
で

あ
る
が
、
鉄
津
の
外
観
・
鉱
物
組
成
と
も
に
古
代
製
鉄
で
の
製
錬
津
の
様
相
を

　
呈

し
て
お
り
、
ま
た
化
学
組
成
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
」
「
金

　
属
鉄
が
四
・
三
六
％
と
多
く
残
留
し
て
い
る
点
の
み
が
大
鍛
冶
澤
的
で
あ
る
」
と

　
記
し
て
い
る
。
勝
れ
た
刀
工
に
は
中
世
の
古
刀
の
再
現
を
目
標
と
し
て
素
材
鉄
に

　

こ
だ
わ
る
方
が
多
い
が
、
天
田
氏
は
自
ら
鉄
を
作
り
（
製
錬
）
、
そ
れ
を
自
宅
で

　
製
鋼
（
大
鍛
冶
）
し
て
、
そ
の
鉄
を
使
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
そ
の
お
宅
に
あ
る

　
大
鍛
冶
津
が
製
錬
澤
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
即
ち
、
遺

　
跡

出
土
の
鉄
澤
分
析
に
多
年
努
力
さ
れ
た
大
澤
正
己
氏
の
基
準
で
も
、
古
代
・
中

　
世
の

製
錬
澤
と
大
鍛
冶
津
（
鋼
精
錬
津
）
の
区
別
が
付
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

　
な
る
。

⑤

勿
論
こ
こ
で
私
は
大
澤
氏
個
人
の
批
判
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
氏

　
の
慎
重

な
態
度
に
敬
意
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
も
お
わ
か

　
り
戴
け
よ
う
。
私
が
こ
こ
に
氏
の
名
前
を
挙
げ
た
理
由
は
、
従
来
の
和
鉄
研
究
が

　
大
鍛
冶
技
術

に
注
目
す
る
こ
と
少
な
く
、
こ
れ
ま
で
「
製
鉄
遺
跡
」
と
さ
れ
て
き

　
た
遺
跡
の
中
に
も
、
実
は
「
大
鍛
冶
遺
跡
」
が
含
ま
れ
て
い
る
危
険
性
が
あ
り
、
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加工業市場

　　　　鋳物師

生鉄→鍋・釜などの鋳造

○鉄素材と鉄製品の販売

○回船鋳物師の活躍

○銅鋳物の兼業

○地方鋳物師の組織化

○鋳掛との分業関係は不明

生鉄

　　　　　　鍛冶A

生鉄→打鉄（妙綱技法所有）

生鉄＋熟鉄→銀（灌綱法所有）

　　　　鍛冶B

釘農具等特定品の生産加工

打鉄（熟鉄中心）

“

鋼”精錬

　　生鉄→打鉄

　（妙綱法＋　α）

○北陸・日本海沿岸地方

　の遺跡群の出現

　　　高級劔生産

（白銀の生産？）

○備前刀など特産物生産

　に伴う高級技術

付表ロ　古代・中世の和鉄流通の概念図

製鉄所

①砂鉄→→生鉄

②　　→→ケラ

③ケラ→→鉄艇

○鉄年貢荘園の誕生

○中国地方に集中

○東北地方の鉄生産

見
直
し
必
要
な
遺
跡
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、

大
量
の

鉄
塊
系
遺
物
を
出
土
し
た
遺
跡
、
鉄
津
の
成
分
に
ば
ら
つ
き
が
多
く
、
カ

ル

シ
ウ
ム
分
な
ど
の
多
い
鉄
津
を
出
す
遺
跡
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「鉄
塊
系
遺
物
」
を
製
鉄
遺
跡
の
出
土
物
と
断
定
し
、
ま
し
て
そ
れ
を
そ
の
地
の

製
品
と
断
ず
る
の
は
誤
り
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
前
提
に
前
近
代
日
本
の
鉄
生
産
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

術
を
論
じ
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。

　
日
本
の
製
鉄
業
の
中
心
地
で
あ
っ
た
出
雲
横
田
に
住
み
、
そ
の
近
世
～
明
治
期
の

製
鉄
業
の
経
済
と
技
術
を
仔
細
に
調
べ
て
こ
ら
れ
た
高
橋
一
郎
氏
は
、
「
奥
出
雲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

近

世
企
業
た
た
ら
の
発
達
過
程
」
で
、
「
現
在
の
た
た
ら
研
究
が
、
盛
ん
な
考
古
学

と
冶
金
学
と
、
明
治
四
〇
年
の
調
査
研
究
と
、
日
本
美
術
刀
剣
の
研
究
に
よ
っ
て
、

少

し
い
び
つ
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
率
直

な
感
想
を
素
直
に
受
け
と
め
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

氏

は
和
鉄
生
産
の
分
類
と
発
展
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

⑧
　
和
鉄
生
産
を
⑧
自
給
た
た
ら
と
⑤
企
業
た
た
ら
に
分
け
て
考
え
る
。

　
⑧
は
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
小
規
模
た
た
ら
で
あ
り
、
「
粗
餌
」
を
造
り
、
大
鍛

　
　
冶
・
小
鍛
冶
の
技
術
で
鉄
製
品
を
造
っ
た
系
譜
を
さ
す
。

　
⑤
は
銑
鉄
生
産
を
目
的
と
す
る
操
業
で
、
そ
の
出
現
は
中
世
と
考
え
る
が
、
近
世

　
　
に

は
い
る
と
判
然
と
す
る
。
鑓
場
と
大
鍛
冶
と
一
貫
し
て
経
営
す
る
企
業
で
あ

　
　
る
。

⑧

企
業
た
た
ら
は
鉄
生
産
を
目
的
と
し
、
近
世
に
は
四
日
押
（
四
昼
夜
連
続
操
業
）
。

　

は
じ
め
は
釣
が
割
れ
ず
に
放
棄
し
て
い
た
が
、
宝
暦
年
間
（
大
鋼
の
発
明
）
か
ら

　
は
、
割
っ
て
歩
錯
と
鋼
に
分
け
、
と
も
に
大
鍛
冶
場
で
割
鉄
（
包
丁
鉄
）
と
し
た
。

◎
　
幕
末
に
真
砂
砂
鉄
の
多
い
地
帯
の
四
日
押
は
三
日
押
に
短
縮
、
増
産
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
炉
の
改
良
と
送
風
の
増
加
に
よ
っ
て
銑
生
産
に
進
も
う
と
し
た
が
、
明
治

　
末
年
に
洋
式
高
炉
方
式
を
取
り
入
れ
た
角
炉
が
開
発
さ
れ
、
木
炭
銑
生
産
時
代
に

　
入
る
。
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こ
の
高
橋
氏
の
説
の
当
否
を
直
ち
に
こ
こ
で
論
じ
る
用
意
は
な
い
。
本
稿
に
関
係

の

あ
る
も
の
は
④
ー
⑤
と
⑧
の
宝
暦
以
前
で
あ
る
が
、
そ
の
後
者
に
つ
い
て
は
先
に

付
表
1
「
近
世
中
期
以
降
の
和
鉄
流
通
の
概
念
図
」
を
提
出
し
た
の
で
、
こ
こ
に
付

表
n
「
古
代
・
中
世
の
和
鉄
流
通
の
概
念
図
」
を
提
出
し
、
簡
単
な
説
明
を
加
え
て

本
稿
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

①

日
本
列
島
の
鉄
文
化
は
弥
生
文
化
と
と
も
に
始
ま
る
が
、
本
格
的
な
鉄
生
産
の

　
開
始
は
、
考
古
遺
跡
で
は
六
世
紀
後
期
、
文
献
で
の
確
認
は
七
世
紀
初
期
で
あ
る
。

　

こ
の
間
、
遅
く
も
二
世
紀
に
朝
鮮
半
島
で
鉄
生
産
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
こ
で
生
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
さ
れ
た
鉄
が
半
島
北
方
の
瀧
や
列
島
の
倭
を
含
め
東
ア
ジ
ア
一
帯
に
供
給
さ
れ
る
。

　

日
本
列
島
に
は
ア
ム
ー
ル
川
な
ど
を
経
由
し
て
、
北
か
ら
も
鉄
文
化
が
及
ん
で
い

　

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
生
産
さ
れ
て
列
島
に
持
ち
込
ま
れ
た
鉄
素
材
は
、

　
鉄
艇
と
生
鉄
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
見
解
が
私
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

　
遅
く
も
古
墳
時
代
に
こ
の
二
種
の
形
態
で
鉄
素
材
が
輸
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
東
潮

　
氏
の

「鉄
艇
の
基
礎
的
研
究
」
に
も
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
列
島
で
は
、
鉄
生

　
産
開
始
以
前
も
数
世
紀
に
わ
た
り
、
熟
鉄
を
中
心
と
し
た
「
打
鉄
」
と
、
溶
融
し

　
て

使
う
「
銑
鉄
」
を
使
い
こ
な
し
て
い
た
。
列
島
の
鉄
生
産
は
、
こ
の
加
工
技
術

　
の

長
期
の
蓄
積
と
拡
散
の
後
に
始
ま
り
、
七
世
紀
律
令
国
家
形
成
期
に
飛
躍
的
に

　
拡
大
す
る
。
そ
の
国
家
的
な
鉄
生
産
は
、
大
陸
育
ち
の
高
度
の
加
工
技
術
を
前
提

　
に
し
て
い
た
。
律
令
期
に
は
、
鍛
冶
も
含
め
て
鉄
関
連
技
術
の
主
要
な
担
い
手
は

　
半
島
か
ら
の
渡
来
人
と
そ
の
技
術
継
承
者
で
、
地
方
で
も
彼
ら
は
国
司
に
掌
握
さ

　
れ
て

い

た
の
で
あ
る
。
特
別
に
遅
れ
た
鉄
生
産
技
術
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。

②

高
橋
氏
が
提
唱
す
る
④
ー
③
農
民
的
な
自
給
た
た
ら
の
意
義
を
認
め
な
い
わ
け

　
で
は

な
く
、
例
え
ば
露
頭
の
鉄
鉱
石
や
チ
タ
ン
の
少
な
い
中
国
地
方
な
ど
特
別
有

　
利

な
鉄
資
源
に
恵
ま
れ
た
場
合
に
は
、
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
古
代
で
も

　
律
令
国
家
成
立
後
に
主
流
と
な
る
鉄
生
産
は
そ
の
よ
う
な
未
熟
な
様
式
で
は
な
く
、

　
氏
の

「企
業
た
た
ら
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
律
令
期
に
は
全
国

　
各
地
で
、
箱
形
炉
と
竪
型
炉
の
製
錬
炉
に
よ
る
鉄
生
産
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

　

既
に

知
ら
れ
て
い
る
が
、
九
世
紀
の
茨
城
県
尾
崎
前
山
遺
跡
に
は
、
時
期
に
大
き

　

な
隔
た
り
な
し
に
両
方
の
様
式
の
炉
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
な
生
産

　
物
に

相
違
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
関
東
の
製
鉄
遺
跡
の
製
鉄
倖
も
均
質
に
よ

　
く
融
け
て
お
り
、
川
口
市
猿
貝
遺
跡
の
炉
型
を
と
ど
め
た
四
六
冠
の
大
鉄
塊
も
あ

　
（
4
6
）

　

る
。
各
地
の
神
社
な
ど
に
奉
納
さ
れ
た
「
鉄
樹
」
は
、
炉
か
ら
流
れ
出
た
銑
鉄
に

　
他

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
操
業
中
に
ス
ラ
グ
の
下
で
液
体
の
銑
鉄
が
次
第
に
蓄
積
さ

　

れ
、
そ
れ
が
鋳
型
に
流
し
出
さ
れ
た
後
に
は
、
炉
底
部
に
ケ
ラ
（
主
に
熟
鉄
）
が

　
残

る
近
世
百
科
辞
典
の
製
鉄
法
を
想
定
し
て
も
、
抵
触
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま

　

り
箱
形
に
せ
よ
竪
型
に
せ
よ
、
製
鉄
所
で
は
銑
鉄
を
生
産
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ラ

　

を
鍛
打
し
て
鉄
鍵
に
す
る
大
鍛
冶
作
業
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し

　
て

銑
鉄
を
脱
炭
し
て
鋼
を
造
る
大
鍛
冶
技
術
を
地
方
の
刃
物
鍛
冶
も
持
っ
て
い
た

　
と
す
れ
ば
、
製
鉄
炉
で
の
製
品
に
関
し
て
は
、
古
代
に
特
別
原
始
的
形
態
を
考
え

　

る
必
要
も
な
く
、
近
世
を
堺
に
流
通
形
態
の
変
化
を
考
え
る
必
然
性
も
な
い
。
な

　

お
、
奈
良
時
代
に
な
ら
な
い
と
銑
鉄
を
溶
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
の
よ

　
う
に
考
え
て
お
い
で
の
冶
金
学
者
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
ろ
う
。

③

し
か
し
古
代
末
期
、
十
二
世
紀
の
荘
園
公
領
制
の
成
立
期
に
は
、
鉄
年
貢
を
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
た
ら

　
め

る
荘
園
が
中
国
山
地
に
現
れ
る
。
そ
こ
に
は
踏
輔
の
改
良
を
伴
う
炉
の
大
型
化

　
と
量
産
化
が
あ
り
、
鉄
生
産
に
有
利
な
低
チ
タ
ン
の
砂
鉄
地
帯
中
国
山
地
の
優
越

　
的
な
地
位
が
確
立
し
た
。
文
字
ど
お
り
鋪
製
鉄
の
成
立
で
あ
る
が
、
こ
の
背
景
に

　

は
交
通
路
の
整
備
と
商
品
経
済
の
発
展
が
あ
る
。
関
東
や
北
陸
の
製
鉄
業
が
衰
退

　

し
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
地
方
へ
も
「
銑
鉄
」
及
び
熟
鉄
を

　
中
心
と
し
た
「
打
鉄
」
が
供
給
さ
れ
る
。
重
い
鉄
は
船
で
運
ぶ
の
が
普
通
で
、
畿

　
内
と
産
地
を
結
ぶ
瀬
戸
内
海
と
日
本
海
が
、
先
ず
第
一
の
基
本
的
輸
送
ル
ー
ト
で

　
あ
っ
た
ろ
う
。
十
一
世
紀
に
成
立
す
る
鋳
物
や
刃
物
の
特
産
品
も
、
畿
内
と
こ
の

　
輸
送
路

に
沿
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
製
品
が
、
鋳
物
師
に
よ
っ
て
全
国
に
持
ち

　
歩
か
れ
た
打
鉄
お
よ
び
鍋
・
釜
・
鋤
・
鍬
で
あ
っ
た
ろ
う
。

④
し
か
し
私
は
こ
の
頃
に
、
銑
鉄
を
脱
炭
す
る
鋼
精
錬
の
大
鍛
冶
技
術
が
製
鉄
や
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鍛
冶
か
ら
自
立
し
、
水
陸
交
通
の
要
衝
で
地
域
需
要
に
応
じ
た
熟
鉄
や
銀
の
生
産

を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
真
木
山
遺
跡
や
北

沢
遺
跡

は
勿
論
、
遠
く
青
森
県
の
米
代
川
流
域
ま
で
、
潟
湖
や
河
川
の
便
に
恵
ま

れ

た
日
本
海
沿
岸
に
、
平
安
時
代
中
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
大
鍛
冶
遺
跡
が

連
続
的
に
見
出
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
。

　

こ
れ
ら
の
遺
跡
で
作
ら
れ
た
熟
鉄
や
銀
は
、
そ
の
地
域
の
需
要
だ
け
で
な
く
、

背
後
の
山
道
を
登
り
、
列
島
の
内
部
に
運
ば
れ
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
、
十
一
世

紀
に
成
立
し
た
『
新
猿
楽
記
』
の
地
方
特
産
物
の
鉄
製
品
と
十
四
世
紀
の
『
庭
訓

往
来
』
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
鉄
産
地
で
あ
る
備
中
の
「
刀
」
が
「
鉄
」
に

変
化
す
る
一
方
、
八
世
紀
末
に
鉄
が
取
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
調
庸
鉄
が
免
除
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

れ

た
備
前
が
、
奈
良
と
並
ん
で
太
刀
・
刀
の
産
地
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
れ
も
高

級
な
銀
生
産
技
術
が
鉄
産
地
か
ら
離
れ
て
自
立
し
た
も
の
と
み
る
と
理
解
し
や
す

い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
自
立
し
た
鋼
生
産
が
戦
乱
の
時
代
を
支
え
、
大
陸
へ
の

重
要
な
輸
出
品
と
な
る
日
本
刀
の
生
産
を
支
え
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
こ
の
鋼
精
錬
の
具
体
的
な
技
術
、
例
え
ば
熟
鉄
と
靱
を
同
じ
技
術
で
作
り

分
け
ら
れ
た
の
か
、
鍛
冶
場
で
熟
鉄
と
生
鉄
を
合
わ
せ
て
銀
を
作
っ
た
の
か
、
な

ど
と
い
う
質
問
に
は
私
は
答
え
ら
れ
ず
、
冶
金
学
者
の
教
示
を
仰
ぐ
し
か
な
い
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
鉄
加
工
の
技
術
体
系
は
、
武
井
氏
が
指
摘
し
た
生
鉄
・
延

鉄
・
靱
の
三
種
に
分
か
れ
る
近
世
市
場
へ
の
鉄
の
供
給
に
連
続
す
る
の
で
、
そ
の

意
味
で
も
近
世
製
鉄
業
の
基
礎
は
中
世
に
は
築
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
今
回
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
中
世
庶
民
の
日
常
的
な
煮
炊
具
と
な
る
鉄

鍋
の

意
味
、
そ
の
生
産
と
流
通
の
機
構
。
鉄
生
産
を
補
完
す
る
古
鉄
の
流
通
と
再
生

の
技
術
。
そ
し
て
中
国
地
方
に
次
ぐ
製
鉄
基
地
と
な
る
東
北
地
方
、
と
く
に
南
部
の

製
鉄
と
加
工
の
技
術
な
ど
、
未
解
明
の
問
題
は
な
お
多
い
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
自

然
科
学
と
く
に
冶
金
工
学
の
協
力
を
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
少
な
く
な
い
。

そ
の
意
味
で
も
、
鉄
の
製
錬
技
術
に
偏
重
し
て
加
工
技
術
を
軽
視
し
た
り
、
和
鉄
生

産
を
日
本
独
特
の
直
接
製
鋼
と
称
し
て
鑓
押
技
法
に
こ
だ
わ
り
、
江
戸
時
代
に
も
主

流
で
あ
っ
た
生
鉄
生
産
の
技
術
体
系
を
無
視
す
る
研
究
状
況
は
、
早
急
に
払
拭
さ
れ

ね
ば
な
る
ま
い
。

　
鉄
生
産
に
関
わ
る
中
世
の
文
書
史
料
は
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
僅
か
な
も
の
に

せ

よ
中
世
文
書
の
鉄
関
係
史
料
を
集
成
し
、
そ
れ
を
見
直
そ
う
と
す
る
作
業
も
岡
田

清
一
氏
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
近
世
の
百
科
辞
典

に
見
え
る
鉄
の
呼
称
か
ら
そ
の
生
産
を
想
定
し
、
そ
れ
を
遡
っ
て
中
世
の
鉄
の
生
産

と
流
通
の
大
要
を
考
え
よ
う
と
し
た
本
稿
が
、
和
鉄
生
産
を
め
ぐ
る
考
古
・
民
俗
・

自
然
科
学
の
対
話
に
、
少
し
で
も
貢
献
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

註（
1
）
　
「
鉄
を
中
心
に
見
た
北
方
世
界
ー
海
を
渡
っ
た
鉄
」
（
『
中
世
の
風
景
を
読
む
　
第
一
巻
　
蝦

　
夷
の
世
界
と
北
方
交
易
』
新
人
物
往
来
社
・
一
九
九
五
年
＝
一
月
）
。
「
文
献
か
ら
み
た
鉄
の
生

　

産
と
流
通
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
第
五
七
号
・
雄
山
閣
出
版
・
↓
九
九
六
年
一
一
月
）
。
な
お
後

　

者
の
『
季
刊
考
古
学
』
は
、
「
今
見
え
て
き
た
中
世
の
鉄
」
の
特
集
号
で
あ
る
。

（
2
）
　
「
鉄
の
生
産
と
流
通
か
ら
見
た
北
方
世
界
－
鉄
関
連
遺
跡
の
再
検
討
を
通
じ
て
」
『
歴
博
研
究

　

報
告
』
近
刊
予
定
。
こ
の
報
告
も
、
歴
博
特
定
研
究
「
列
島
内
諸
文
化
の
相
互
交
流
」
の
報
告

　
の
一
部
で
あ
る
。

（
3
）
　
前
註
（
1
）
掲
載
論
文
参
照
。
『
荘
園
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
C
D
版
』
（
吉
川
弘
文
館
刊
）
の
備
考

　

欄
に
「
鉄
年
貢
」
と
入
力
す
れ
ば
簡
単
に
検
出
で
き
る
。

（
4
）
　
『
平
成
九
年
度
　
た
た
ら
研
究
会
大
会
資
料
集
』

（
5
）
　
後
掲
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
真
木
山
遺
跡
に
は
近
隣
の
窯
跡
か
ら
多
量
の
須
恵
器
片
の
出
土

　

が
記
録

さ
れ
て
い
る
が
、
製
鉄
炉
か
ら
の
土
器
類
の
出
土
が
少
な
か
っ
た
た
め
か
、
報
告
書
に

　
は
、
出
土
木
炭
に
よ
る
年
代
測
定
で
六
世
紀
（
一
ω
や
o
◎
什
N
O
］
］
勺
）
と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
、
ま

　
た
一
片
の
須
恵
器
片
で
八
世
紀
末
と
す
る
推
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
穴
沢
報
告
で
は
八

　

～
十
世
紀
と
さ
れ
た
。
或
い
は
出
土
土
器
の
再
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
6
）
　
拙
稿
「
鉄
津
に
よ
る
鉄
関
連
遺
跡
の
性
格
判
定
の
見
直
し
ー
一
点
の
出
土
ス
ラ
グ
の
成
分
分

　
析
で
は
遺
跡
の
性
格
判
定
は
で
き
な
い
ー
」
（
『
た
た
ら
研
究
』
第
三
四
号
・
一
九
九
三
年
）
、

　
　
『
季
刊
考
古
学
』
第
五
七
号
（
雄
山
閣
・
「
九
九
六
年
）
掲
載
の
諸
論
文
、
特
に
川
上
貞
雄

　
「
発
掘
事
例
と
遺
跡
の
性
格
・
中
世
初
期
の
越
後
」
、
赤
沼
英
男
「
遺
物
の
解
析
結
果
か
ら
見
た

　
半
地
下
式
竪
型
炉
の
性
格
」
参
照
。
前
註
（
2
）
も
、
遺
跡
見
直
し
作
業
の
成
果
で
あ
る
。

（
7
）
　
金
属
の
原
鉱
石
も
ア
ラ
カ
ネ
と
呼
ば
れ
た
が
、
勿
論
意
味
が
違
う
。
『
日
本
書
紀
』
持
統
天
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あ
ら
が
ね

　
　
皇

五
年
七
月
三
日
条
に
も
緋
が
み
え
る
が
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
本
』
の
注
釈
に
あ
る
よ
う

　
　
に
緋
は
釧
で
鉱
の
古
字
。
「
粗
金
」
と
も
書
か
れ
た
。

（
8
）
　
武
井
博
明
『
近
世
製
鉄
史
論
』
（
三
一
書
房
・
一
九
七
二
年
）

（
9
）
　
『
和
漢
三
才
図
会
』
は
、
吉
川
弘
文
館
刊
本
（
一
九
〇
六
年
）
と
美
術
出
版
刊
本
（
一
九
七

　
　
〇
年
）
に
よ
っ
た
。
『
古
事
類
苑
』
の
引
用
史
料
に
疑
問
点
が
あ
っ
た
の
で
、
学
習
院
大
学
史

　
　
学
科
の
西
園
寺
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
、
同
校
の
蔵
書
も
借
用
拝
見
し
た
。
な
お
現
代
語
訳
も

　
　
『
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
と
『
東
洋
文
庫
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
1
0
∀
　
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
は
京
都
大
学
文
学
部
本
を
収
録
し
た
臨
川
書
店
刊
本
に
よ
り
、
『
古
事

　
　
類
苑
』
の
文
章
の
一
部
を
補
充
し
た
。
な
お
一
部
に
疑
問
の
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
他
の
版
本
類

　
　
で
校
合
す

る
余
裕
が
な
か
っ
た
。

（
H
）
　
前
注
（
9
）
。
『
古
事
類
苑
』
は
「
鎌
」
と
す
る
が
、
美
術
出
版
本
は
「
鍵
」
と
す
る
。
「
鍵
」

　
　
は
他
の
記
述
か
ら
み
て
「
鎌
」
つ
ま
り
枚
鉄
で
、
『
箋
注
倭
名
類
聚
抄
』
に
「
再
三
鎗
拍
可
以

　
　
作
媒
者
為
鎌
鐵
」
と
あ
り
、
ま
た
「
鋼
鐵
是
雑
練
生
錬
為
刀
鐘
」
の
記
述
を
み
て
も
そ
れ
が
妥

　
　
当
で
あ
ろ
う
。
鎌
の
刃
に
鋤
を
使
っ
た
か
否
か
の
問
題
に
な
る
。
読
み
で
示
し
た
よ
う
に
、
鐘

　
　
は
鎌
の
異
体
字
と
み
て
お
く
。

（
1
2
）
　
同
書
の
銀
の
記
述
に
は
理
解
困
難
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
「
凡
」
以
下
の
文
章
も
そ
の
　

　
　
つ
で
あ
る
。
一
般
に
鉄
は
、
鍛
造
を
重
ね
れ
ば
介
在
物
が
除
去
さ
れ
て
き
れ
い
な
鉄
に
な
る
が
、

　
　
柔
鉄
を
鍛
造
す
れ
ば
炭
素
分
が
減
っ
て
柔
ら
か
く
な
り
、
「
剛
利
」
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
直

　
　
前
の
「
是
其
異
也
」
を
上
記
の
説
を
否
定
し
た
文
章
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
正
し
い
。
し
か
し
次

　
　
の
「
凡
」
以
下
の
、
鋼
鉄
が
溶
け
て
鉛
や
銅
を
入
る
と
生
鉄
に
な
る
と
す
る
の
は
不
明
で
、
も

　
　
し
事
実
な
ら
ば
面
白
い
が
、
釦
は
木
炭
で
は
溶
融
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
1
3
）
　
こ
の
（
中
略
）
の
部
分
の
陶
注
の
文
章
は
「
生
鐵
是
不
被
嬬
鎗
釜
之
類
」
で
あ
る
。
鎗
は

　
　
「
か
な
え
・
な
べ
な
ど
の
鋳
物
」
「
鋳
型
に
流
し
込
む
溶
融
し
た
金
属
」
の
意
で
、
次
の
「
釜
」

　
　
の
字
と
対
に
な
る
。
し
か
し
嬬
に
つ
い
て
は
字
典
に
、
「
か
ぎ
・
か
た
び
ら
」
「
と
け
て
液
体
と

　
　
な
っ
た
金
属
」
「
軟
ら
か
い
鉄
」
な
ど
の
意
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
動
詞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
の
で
、
「
軟
ら
か
い
鉄
」
に
近
い
「
叩
い
て
延
ば
す
こ
と
」
の
意
に
取
れ
ば
一
応
意
味
は
通
じ

　
　
る
。
し
か
し
脱
字
の
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
え
る
の
で
、
結
論
は
後
日
を
期
し
た
い
。

（1
4
）
　
前
注
（
1
1
）
。

（
1
5
）
　
高
橋
一
郎
「
出
雲
の
近
世
企
業
た
た
ら
の
歴
史
ー
錬
鉄
が
主
要
製
品
で
あ
っ
た
ー
」
（
『
ふ
え

　
　
ら
む
』
　
↓
一
号
・
］
九
九
六
年
）

（
1
6
）
　
宋
鷹
星
撰
・
藪
内
清
訳
注
『
天
工
開
物
』
（
東
洋
文
庫
）
二
七
〇
頁
。

（
1
7
）
　
熊
本
県
菊
水
町
江
田
船
山
古
墳
出
土
銀
象
嵌
大
刀
の
銘
文
に
は
、
「
八
月
中
用
大
鋳
釜
井
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
尺
迂
刀
八
十
練
口
十
摺
三
寸
上
好
口
刀
」
と
み
え
、
こ
れ
は
こ
の
太
刀
の
製
法
を
示
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
つ
ま

　
　
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
宮
崎
市
定
氏
は
「
八
月
中
に
、
一
釜
の
美
し
鉄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た
え
　
　
と
つ
か

　
　
（
鋼
鉄
）
の
板
と
、
併
せ
て
四
尺
の
刀
形
の
艇
と
を
用
い
て
、
八
十
た
び
練
て
十
握
あ
ま
り
三

　
　
寸
の
上
好
な
る
利
刀
を
造
ら
し
め
た
」
（
『
謎
の
七
支
刀
』
中
央
公
論
社
・
一
九
八
三
年
）
と
判

　
　
読
さ
れ
た
。
こ
の
文
章
の
中
間
の
原
料
の
部
分
に
つ
い
て
、
刀
剣
研
究
家
の
石
井
昌
國
氏
は
、

　
　
「
大
鋳
釜
」
は
鉄
瓶
や
鉄
釜
な
ど
の
鋳
鉄
で
硬
度
の
高
い
地
金
で
こ
れ
を
心
鉄
と
し
、
「
四
尺
迂

　
　
刀
」
は
四
尺
程
の
長
さ
を
も
っ
た
柔
軟
な
地
金
で
作
ら
れ
た
大
刀
、
「
八
十
練
口
十
摺
」
は
多

　
　
く
の
鉄
艇
を
拾
い
集
め
て
八
十
練
の
地
金
を
作
っ
て
そ
れ
を
皮
鉄
と
し
た
こ
と
を
示
し
、
合
わ

　
　
せ
鍛
え
に
よ
っ
て
こ
の
大
刀
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て
い
る
。
石
井
氏
が
こ
こ

　
　

で
、
軟
鉄
に
な
っ
て
し
ま
う
百
錬
で
は
な
く
八
十
錬
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
重

　
　
要
で
あ
ろ
う
（
『
古
代
刀
と
鉄
の
科
学
』
雄
山
閣
考
古
学
選
書
・
一
九
九
五
年
）
。
確
か
に
宮
崎

　
　
氏
の

読
み

で
は

「大
鋳

釜
」
の
解
釈
が
抜
け
て
い
る
し
、
石
井
氏
の
解
釈
に
は
刀
剣
研
究
者
と

　
　
し
て
の
技
術
的
裏
付
け
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
石
井
氏
の
「
四
尺
迂
刀
」
は
柔
鉄
を
使
っ
た
礼

　
　
装
用
刀
（
百
錬
刀
）
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
解
釈
に
宮
崎
氏
の
説
を
取
り
入
れ
て
迂
を
艇
の
音

　
　
通

と
み
「
長
大
な
鉄
艇
」
と
し
て
も
、
硬
軟
の
鋼
に
よ
る
合
わ
せ
鍛
え
と
す
る
石
井
氏
の
趣
旨

　
　
は

変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
江
田
船
山
古
墳
出
土
大
刀
の
鋼
の
製
作
に
は
、
炭

　
　
素
量
の
多
い
鋳
物
片
（
生
鉄
）
と
軟
ら
か
い
鉄
（
熟
鉄
）
と
を
合
わ
せ
る
灌
鋼
技
術
が
使
わ
れ

　
　
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
銘
文
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
稔
氏
の
「
古
代
日
本
に
お
け

　
　
る
製
鉄
の
起
源
と
発
展
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
第
八
号
・
↓
九
八
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
氏

　
　

は
「
大
鋳
釜
」
か
ら
刃
金
を
、
「
四
尺
迂
刀
」
か
ら
皮
金
を
作
っ
た
と
見
て
お
ら
れ
る
ら
し
い

　
　
が
、
鋳
鉄
を
鋼
に
す
る
方
法
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
或
は
妙
鋼
法
を
考
え
て
お
ら
れ
る
の

　
　
で

あ
ろ
う
か
、
と
す
れ
ば
や
は
り
炭
素
量
の
調
整
法
が
問
題
に
な
る
。
後
注
（
3
1
）
を
参
照
さ

　
　
れ
た
い
。

（
1
8
）
　
名
古
屋
大
学
国
史
研
究
室
編
『
中
世
鋳
物
師
史
料
』
（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
八
二
年
）
。

（
1
9
）
奥
村
正
二
『
小
判
・
生
糸
・
和
鉄
』
（
岩
波
新
書
・
一
九
七
三
年
）
一
四
］
頁
。

（
2
0
）
　
桂
敬
「
砂
鉄
製
鉄
の
原
理
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
日
本
の
鉄
と
社
会
』
平
凡
社
選
書
・
一
九
八

　
　
二
年
）
。

（
2
1
）
　
学
術
用
語
と
し
て
の
”
錬
鉄
”
は
、
『
鉄
鋼
辞
典
』
（
鉄
鋼
新
聞
社
・
一
九
六
五
年
）
に
、

　
　
「
銑
鉄
を
木
炭
炉
か
、
石
炭
だ
き
の
パ
ド
ル
炉
で
半
溶
解
し
、
銑
鉄
中
の
炭
素
を
酸
化
除
去
し
、

　
　
粘
性
の
半
溶
鉄
を
取
り
出
し
て
鍛
錬
を
加
え
製
造
し
た
も
の
。
○
～
○
・
一
％
の
炭
素
を
含
む
。

　
　
鍛
錬

し
て
酸
化
物
を
し
ぼ
り
出
す
が
、
な
お
鉄
津
が
か
な
り
残
留
し
て
い
る
の
で
、
鋼
に
比
べ

　
　
て
材
質
が
多
少
脆
弱
で
あ
る
。
鍛
接
性
は
良
好
で
鎖
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
。
」
　
内
容
は
明
解

　
　
で
、
和
鉄
生
産
に
お
け
る
鋼
精
錬
技
術
の
参
考
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
学
術
用
語
と
し
て
の

　
　
“
錬
鉄
”
は
、
文
字
は
同
じ
で
も
歴
史
用
語
の
「
ネ
リ
ガ
ネ
」
つ
ま
り
熟
鉄
と
は
ず
れ
が
あ
る

　
　
の
で
、
そ
の
配
慮
が
な
い
と
無
用
の
混
乱
を
招
く
だ
ろ
う
。
な
お
こ
の
『
鉄
鋼
辞
典
』
の
文
章

　
　
は
、
佐
々
木
稔
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
高
橋
一
郎
前
掲
論
文
、
前
註
（
1
5
）
四
七
頁
。

（
2
3
）
　
東
潮
「
鉄
艇
の
基
礎
的
研
究
」
（
橿
原
考
古
学
研
究
所
紀
要
『
考
古
学
論
孜
』
第
一
二
冊
・

　
　
一
九
入
七
年
）
付
表
6
。
こ
の
表
に
は
、
他
に
「
多
量
」
と
し
て
数
値
の
な
い
も
の
及
び
炭
素

　
　
量
の
記
入
の
な
い
も
の
各
一
点
、
計
一
四
点
が
あ
る
。
錆
化
の
程
度
も
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
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そ
の
点
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

（
2
4
）
　
幕
末
の
反
射
炉
は
、
大
砲
の
鋳
造
と
い
う
均
質
の
銑
鉄
を
大
量
に
調
達
す
る
こ
と
を
第
一
目

　

的
に
「
溶
解
炉
」
と
し
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
「
製
鉄
炉
」
と
す
る
の
は
全
く
の
誤

　

解
で
あ
る
。
こ
の
反
射
炉
に
も
「
鋼
精
錬
炉
」
の
機
能
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
そ
の
役
割
は
ま

　
　
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
2
5
）
前
註
（
2
3
）
。
第
三
節
　
鉄
艇
の
形
態
と
製
法
。
な
お
こ
の
報
告
に
は
、
佐
々
木
稔
氏
の

　
　
「
大
和
六
号
墳
出
土
鉄
澤
中
の
非
金
属
介
在
物
の
組
成
」
が
付
載
さ
れ
て
い
る
。

（
2
6
）
　
桂
敬
前
掲
論
文
。

（
2
7
）
　
広
島
大
学
文
学
部
考
古
学
研
究
室
編
の
『
中
国
地
方
製
鉄
遺
跡
の
研
究
』
（
漢
水
社
・
一
九

　
　
九
三
年
）
、
河
瀬
正
利
氏
の
『
た
た
ら
吹
製
鉄
の
技
術
と
構
造
の
考
古
学
的
研
究
』
（
漢
水
社
・

　
　
一
九
九
五
年
）
そ
の
他
。

（
2
8
）
　
桂
敬
・
北
山
憲
三
・
宗
秀
彦
「
倉
林
式
古
代
製
鉄
法
の
復
元
実
験
（
観
察
）
」
（
『
東
京
工
業

　
　
大
学
人
文
論
叢
』
六
・
一
九
八
〇
年
）

（
2
9
）
製
鉄
遺
跡
と
称
す
る
発
掘
報
告
書
の
中
に
は
、
こ
の
弓
｛
＼
勺
而
の
数
値
が
、
周
辺
の
砂
鉄
よ

　
　
り
ス
ラ
グ
の
方
が
低
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
砂
鉄
を
製
鉄
原
料
に
使
っ
て
い
な
か
っ
た

　
　
証
拠
で
あ
り
、
そ
の
遺
跡
は
製
鉄
遺
跡
で
は
な
い
、
と
疑
う
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

（
3
0
）
　
そ
の
際
に
出
る
ス
ラ
グ
の
性
格
は
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
作
業
が
鑓
場
で
行
わ
れ
た

　
　
場
合
に
は
、
判
別
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

（
3
1
）
　
佐
々
木
稔
・
村
田
朋
美
「
関
東
の
古
代
鉄
器
か
ら
見
た
製
鉄
技
術
」
（
『
古
代
日
本
の
鉄
と
社

　
　
会
』
平
凡
社
選
書
・
一
九
八
二
年
）
、
佐
々
木
・
村
田
・
伊
藤
「
古
代
に
お
け
る
妙
鋼
法
と
そ

　
　
の
製
品
」
（
『
日
本
製
鉄
史
論
集
』
一
九
八
三
年
）
、
佐
々
木
・
村
田
「
古
墳
出
土
鉄
器
の
材
質

　
　
と
地
金
の
製
法
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
第
八
号
・
一
九
八
四
年
）
、
佐
々
木
稔
「
再
び
妙
鋼
法
に

　
　
つ
い
て
」
（
『
た
た
ら
研
究
』
二
七
号
・
一
九
八
五
年
）
他
。

　
　
　
現
在
で
は
こ
の
妙
鋼
法
が
、
鉄
生
産
開
始
以
前
か
ら
日
本
列
島
で
も
行
わ
れ
て
い
た
技
法
で

　
　
あ
る
こ
と
は
、
定
説
と
み
て
よ
い
。
但
し
こ
の
方
法
で
炭
素
量
の
調
整
が
で
き
た
か
は
疑
問
で
、

　
　
炭
素
量
の
少
な
い
熟
鉄
を
作
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
鉄
錐
の
炭
素
量
を
み
る
と
、
調
整
は

　
　
出
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
場
合
に
は
そ
の
後
の
錆
拍
（
鍛
造
）
も
加
え
、
炭
素
量

　
　
を
減
ら
す
熟
鉄
製
作
の
方
が
容
易
で
あ
ろ
う
。
但
し
鉄
挺
の
炭
素
量
は
違
っ
て
も
、
鍛
冶
作
業

　
　
で
わ
か
る
の
で
、
利
用
に
は
さ
ほ
ど
の
支
障
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、

　
　
和
鉄
生
産
に
お
け
る
劔
製
造
技
術
と
し
て
は
未
解
明
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、
特
に
銀
製
作
の
加
炭

　
　
技
術
は
、
実
験
的
手
法
に
よ
っ
て
自
然
科
学
者
に
証
明
し
て
い
た
だ
き
た
い
課
題
で
あ
る
。

（
3
2
）
　
桂
敬
前
掲
論
文
、
註
（
1
8
）
二
三
八
頁
。
鉄
津
中
に
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト
が
見
出
さ
れ
て
、
桂

　
　
氏
が
「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
率
直
に
述

　
　
べ
ら
れ
た
茨
城
県
美
野
里
町
羽
鳥
花
館
遺
跡
は
、
「
製
鉄
遺
跡
」
で
は
な
く
「
鋼
精
錬
遺
跡
」

　
　
で
あ
っ
た
可
能
性
を
含
め
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
前
註
（
5
）
拙
稿
を

　
　
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
3
）
　
赤
沼
英
男
「
遺
物
の
解
析
結
果
か
ら
み
た
半
地
下
式
竪
型
炉
の
性
格
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
第

　
　
五
七
号
・
一
九
九
六
年
）
ほ
か
。

（
3
4
）
　
『
平
成
九
年
度
　
た
た
ら
研
究
会
大
会
資
料
集
」
四
九
頁
。

（
3
5
）
　
大
澤
正
己
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
中
世
の
鉄
生
産
コ
メ
ン
ト
資
料
』
（
大
会
当
日
配
布
資
料
）

（
3
6
）
　
赤
沼
英
男
前
掲
論
文
。
前
註
（
3
3
）
。

（
3
7
）
　
新
潟
県
豊
浦
町
文
化
財
調
査
報
告
五
『
北
沢
遺
跡
群
』
（
豊
浦
町
教
育
委
員
会
・
一
九
九
二

　
　
年
）

（
3
8
）
　
川
上
貞
雄
「
中
世
初
期
の
越
後
ー
新
潟
県
北
沢
遺
跡
ー
」
（
『
季
刊
考
古
学
』
第
五
七
号
二

　
　
九
九
七
年
）

（
3
9
）
　
拙
稿
「
鉄
澤
に
よ
る
鉄
関
連
遺
跡
の
性
格
判
定
の
見
直
し
」
前
註
（
5
）
参
照
。

（
4
0
）
　
竪
型
炉
の
場
合
は
炉
の
本
体
は
補
修
し
て
複
数
回
使
わ
れ
た
と
し
て
も
、
付
図
⑧
で
も
明
ら

　
　
か
な
よ
う
に
、
毎
回
粘
土
は
張
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
炉
の
両
脇
に
大
き
な
石
を
置
き
、

　
　
正
面
を
空
け
て
壊
せ
る
よ
う
に
し
た
竪
型
炉
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
作
業
の

　
　
た
め
で
あ
ろ
う
。
竪
型
炉
で
も
銑
鉄
を
鋳
型
に
受
け
て
流
し
出
し
て
後
、
炉
底
に
残
さ
れ
た
錯

　
　
は
鍛
打
し
て
熟
鉄
と
し
て
利
用
さ
れ
た
、
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

（
4
1
）
　
こ
の
⑤
論
文
の
よ
う
に
、
多
く
の
研
究
者
が
名
前
を
列
べ
た
連
名
論
文
は
、
歴
史
学
の
分
野

　
　
で
は
し
ば
し
ば
「
本
当
は
誰
が
書
い
た
か
」
が
話
題
と
な
り
、
「
金
魚
の
糞
」
な
ど
と
い
う
陰

　
　
口
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
考
古
学
や
自
然
科
学
の
分
野
で
は
そ
れ
が
当
然
と
い
う
風
潮
が
あ
る

　
　
し
妥
当
性
も
あ
り
、
異
な
っ
た
学
問
間
の
共
同
研
究
で
も
そ
れ
が
必
要
な
様
式
で
、
筆
者
に
も

　
　
そ
の
経
験
が
あ
る
。
し
か
し
異
種
の
学
問
間
で
は
、
か
な
り
の
議
論
を
重
ね
て
も
全
て
の
点
で

　
　
見
解
が
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
共
同
研
究
に
そ
れ
を
望
む
の
は
無
理
で
あ
る
。
そ
の

　
　
意
味
で
連
名
論
文
の
場
合
に
は
、
ど
こ
ま
で
が
誰
の
責
任
で
あ
る
の
か
、
文
筆
責
任
が
誰
に
あ

　
　
る
の
か
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
文
に
は
そ
の
配
慮
が
欠
け
て
い
る
。

　
　
　
な
お
こ
の
⑤
論
文
で
は
、
鉄
津
の
一
点
一
点
に
「
製
錬
津
」
「
鉄
塊
」
な
ど
の
性
格
規
定
が

　
　
付
け
ら
れ
、
炉
内
で
の
生
成
位
置
ま
で
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
な
た
が
付
け
ら
れ

　
　
た
か
は
知
ら
な
い
が
、
鋼
精
錬
浮
と
製
錬
津
に
は
ど
ち
ら
と
も
判
別
で
き
な
い
も
の
も
あ
り
、

　
　
一
点
の
鉄
澤
で
炉
の
性
格
は
決
め
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
こ
の
表
記
は
無
意
味
で
あ
り
、
炉
の
性

　
　
格
判
定
は
総
合
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
遺
跡
地
で
採
集
さ
れ
た
一
個
の
鉄
津
の
、

　
　
炉
内
で
生
成
さ
れ
た
位
置
ま
で
決
定
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
論
文
に
付
け
ら
れ
た
「
生

　
　
成
位
置
模
式
図
」
（
二
一
五
頁
）
で
は
、
鉄
も
鉄
津
も
全
て
炉
の
中
間
に
浮
き
上
が
っ
て
生
成

　
　
す
る
ら
し
い
が
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
七
冠
も
あ
る
鉄
塊
が
ど
う
し
て
空
中
に
浮
け
た
の
だ

　
　
ろ
う
か
。

（
4
2
）
新
潟
県
豊
浦
町
文
化
財
報
告
二
『
真
木
山
製
鉄
遺
跡
』
（
豊
浦
町
教
育
委
員
会
二
九
八
一

　
　年
）

（
4
3
）
　
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
私
は
、
関
東
で
多
く
発
掘
さ
れ
て
い
る
「
竪
型
炉
」
が
全
て
鋼
精
錬

　
　
炉
で
あ
る
と
も
、
「
鉄
塊
」
を
出
す
遺
跡
が
鋼
精
錬
の
遺
物
で
あ
る
と
も
、
断
定
し
て
は
い
な
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い
。
東
工
大
製
鉄
史
研
究
会
（
発
掘
責
任
者
・
阿
久
津
久
）
で
発
掘
し
た
茨
城
県
八
千
代
町
の

　
　
尾
崎
前
山
遺
跡
に
は
竪
型
炉
（
二
号
炉
）
と
箱
型
炉
（
三
号
炉
）
の
二
種
の
製
鉄
炉
が
発
掘
さ

　
　
れ
て

い

る
（
前
掲
『
古
代
日
本
の
鉄
と
社
会
』
、
八
千
代
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
『
尾
崎

　
　
前
山
』
一
九
八
一
年
）
。
ま
た
埼
玉
県
猿
貝
北
遺
跡
出
土
の
四
六
・
五
冠
の
大
鉄
塊
は
、
鋼
精

　
　
錬
の

遺
物
で
は
な
く
竪
型
炉
の
炉
型
を
と
ど
め
た
製
錬
津
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
（
高
塚
・

　
　
桂
ほ

か

「埼
玉
県
出
土
の
鉄
津
と
鉄
塊
」
『
埼
玉
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
・
研
究
紀
要
』

　
　
一
九
八
三
年
）
。
但
し
こ
の
猿
貝
北
遺
跡
出
土
の
鉄
塊
は
、
鉄
製
錬
の
過
程
の
未
完
成
品
で
あ

　
　
り
、
地
震
な
ど
の
突
然
の
災
害
に
よ
っ
て
作
業
が
中
断
さ
れ
た
た
め
、
硬
く
て
溶
融
も
鍛
造
も

　
　
で

き
ず
廃
棄
さ
れ
た
遺
物
と
み
ら
れ
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
恐
ら
く
銑
鉄
生
産
で
、
粗
鋼
生

　
　
産
の
証
拠
品
で
は
な
い
。
そ
の
中
心
部
が
薄
く
切
断
さ
れ
、
標
本
と
し
て
歴
博
に
展
示
さ
れ
て

　
　
い
る
の
で
仔
細
に
点
検
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
4
4
）
高
橋
一
郎
「
奥
出
雲
の
近
世
企
業
た
た
ら
の
発
達
過
程
」
（
横
田
史
談
会
機
関
誌
『
奥
出
雲
』

　
　
二
七
〇
号
・
一
九
七
九
年
以
後
連
載
中
）

（
4
5
）
　
『
三
国
志
魏
書
東
夷
伝
韓
伝
』
。
な
お
前
註
（
2
）
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
6
）
前
註
（
4
3
）
参
照
。
「
製
鉄
遺
跡
」
と
称
し
た
遺
跡
の
中
に
も
、
不
均
質
で
溶
融
の
悪
い
ス

　
　
ラ
グ
や
、
鉄
塊
系
遺
物
と
称
す
る
鉄
塊
を
出
土
す
る
遺
跡
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
鋼
精
錬

　
　
遺
跡
の
可
能
性
が
強
く
、
改
め
て
出
土
遺
物
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
炉
に
は

　
　
「
半
地
下
式
竪
型
炉
」
が
多
く
、
関
東
に
も
そ
の
危
険
性
の
高
い
も
の
が
あ
る
。
鉄
の
場
合
、

　
　
製
錬
が
鋼
精
錬
よ
り
程
度
の
高
い
技
術
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
鋼
精
錬
の
付
加
価
値
の

　
　
高
さ
を
考
古
学
者
に
は
充
分
に
認
識
し
て
戴
き
た
い
。
な
お
、
い
わ
ゆ
る
小
型
の
半
地
下
式
竪

　
　
型
炉
に
は
、
炉
底
部
の
掘
り
す
ぎ
と
疑
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

（
4
7
∀
　
『
新
猿
楽
記
』
（
受
領
郎
等
四
郎
君
）
に
は
、
播
磨
針
・
備
中
刀
・
能
登
釜
（
堀
）
・
河
内

　
　
鍋
・
備
後
鉄
が
み
え
る
。
一
方
『
庭
訓
往
来
』
（
四
月
状
返
）
に
は
、
奈
良
刀
’
高
野
剃
刀
・

　
　
姉
小
路
針
・
備
前
太
刀
・
同
刀
・
出
雲
鍬
・
備
中
鉄
・
能
登
釜
・
河
内
鍋
な
ど
の
鉄
製
品
が
み

　
　
え
る
。
基
本
配
置
は
京
・
畿
内
と
中
国
山
地
を
結
ぶ
線
と
い
え
よ
う
。
能
登
は
古
代
に
は
鉄
鉱

　
　
石
を
産
し
た
可
能
性
が
高
い
が
、
中
国
山
地
に
発
す
る
鉄
の
流
通
路
と
も
合
致
す
る
。
な
お
、

　
　
備
前
は
令
制
下
で
は
調
庸
と
し
て
鉄
と
鍬
を
納
め
る
国
で
、
出
土
木
簡
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
が
、

　
　
延
暦
十
五
年
（
七
九
六
）
十
↓
月
十
三
日
の
官
符
で
停
止
さ
れ
た
（
『
類
聚
三
代
格
』
第
八
調

　
　
庸
事
）
。
鉄
産
地
で
な
い
備
前
が
刀
剣
製
作
で
名
を
挙
げ
、
鉄
産
地
の
備
中
は
刀
か
ら
素
材
鉄

　

生
産
に

後
退
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

〔追
記
〕

　
俵
国
　
氏
の
『
古
来
の
砂
鉄
製
錬
法
』
（
丸
善
・
一
九
三
一
二
年
刊
）
に
は
、
明
治
時
代
に
行
わ
れ
て

い

た
生
鉄
押
と
鍔
押
と
い
う
二
つ
の
和
鉄
製
錬
技
法
の
観
察
記
録
が
あ
り
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
生
鉄

押
が
本
稿
で
紹
介
し
た
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
製
錬
法
に
対
応
し
、
銑
（
生
鉄
）
の
生
産
を
主
目
的

と
し
な
が
ら
副
産
物
と
し
て
錯
を
生
産
す
る
技
法
で
あ
っ
た
。
現
代
の
金
属
学
者
の
観
察
に
よ
っ
て

江
戸
時
代
の

百
科
事
典
の
記
述
の
正
し
さ
が
裏
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
成
稿
後
に
そ
の

こ
と
を
知
っ
た
た
め
、
「
近
世
前
期
、
和
鉄
の
生
産
と
流
通
の
基
本
形
態
」
（
『
た
た
ら
研
究
」
第
三
九

号
）
と
し
て
報
告
し
た
。
合
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
俵
国
一
氏
の
こ
の

記
録
に
よ
っ
て
、
生
産
さ
れ
た
釣
の
価
格
は
銑
の
価
格
の
約
％
で
あ
り
、
鋒
の
成
長
を
極
力
抑
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ら
げ

銑

を
増
や
す
の
が
技
術
者
（
村
下
）
の
腕
の
見
せ
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、
当
時
使
用
さ
れ

て

い

た
原
料
砂
鉄
の
質
と
価
格
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
前
近
代
の
和
鉄
製
錬
技
術
を
理
解

す
る
た
め
の
最
も
基
礎
的
な
文
献
で
あ
ろ
う
。

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

二

九
九
九
年
七
月
六
日
　
審
査
終
了
受
理
）
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Understanding　the　lron　Culture　in　the　Medieval　Eastern　Japan

FuKuDA　Toyohiko

Investigating　the　iron　culture　in　the　Medieval　eastern　Japan　suffers　from　lack　of　historical　and

archaeological　evidence．　Before　the　Medieval　era，　there　are　suf6cient　historical　documents　and

archaeological　information　to　study　iron　production　and　its　use．　Also　ancient　Chinese　information

can　supplement　Japanese　data．　After　the　Medieval　era，　the　records　of　mining　workers，　the　texts

describing　ironprocessing　and　distribu匂on，　and　dictionaries　such　as　1カ〃20〃力θare　available．　The

Medieval　western　Japan　has　historical　documents　showing　the　iron　production　and　distribution．

The　iron　production　sites　are　also　recently　excavated　in　the　area．

　　　In　order　to　study　the　iron　culture　in　the　Medieval　eastern　Japan，　it　is　necessary　to　examine

the　data　in　other　areas　and　other　eras．　This　paper　identifies　the　name　and　type　of　iron　and

analyzes　the　method　of　production　based　on　the　early　Modern　records．　The　results　can　be

summarized　in　the　following　three　points．

（1）Although　the　types　of　iron　that　were　distributed　in　the　market　differ　between　the　early　and

the　late　Medieval　periods，　the　two　basic　types　can　be　recognized；carbon－rich“幼敵（銑）”（pig

iron）for　casting　and　carbon－poor“ヵ〃励θ飢（熟鉄）”（mild　steel）．　Another　type　of“仇gαηθ（鉦）”

（steel　fbr　on　adged　tool），　used　for　making　cutlery，　was　distributed　in　the　later　Edo　period　and　it

was　manufactured　by　the　blacksmith　guilds．

（2）Traditionally，　the“2〃カ〆manufacture　was　most　common　and　the　two　step　iron　production

method　prevailed．　After　the　invention　of“o乃∂oμ（大銅）”in　the　Edo　period，　the　direct　iron　manu－

facture　method，　called“〃％－os乃i”technique（錯押法），was　employed．

（3）Historical　documents　show　that　the　traditional　two・step　method　could　produce　both“z〃ゐ〆

and“ヵ融協ε飢”．“れプα（鋳）”mainly　consists　of“ヵμψ’θおμ”，　but　it　also　includes　various　materials

as　slag．

　　　The　iron　producUon　and　processing　technology　in　the　Medieval　era　might　have　been　similar

to　the　ones　in　the　early　Modern　era　mentioned　above．
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