
た
た
ら
製
鉄
と
は

　

た
た
ら
製
鉄
は
、
粘
土
で
築
い

た
炉
で
大
量
の
木
炭
を
燃
焼
さ

せ
、
砂
鉄
を
投
じ
、
化
学
反
応
を

起
こ
さ
せ
る
こ
と
で
純
度
の
高
い

鉄
を
作
り
出
す
製
鉄
法
で
す
。

　

西
ア
ジ
ア
を
起
源
と
す
る
製
鉄

が
古
墳
時
代
に
日
本
に
伝
来
し
、

独
自
の
進
化
を
遂
げ
て
た
た
ら
製

鉄
と
な
り
ま
し
た
。

　

良
質
な
砂
鉄
と
、
木
炭
の
原
料

と
な
る
広
大
な
森
林
に
恵
ま
れ
た

中
国
山
地
で
特
に
発
展
し
、
最
盛

期
の
明
治
初
期
に
は
全
国
の
８
～

９
割
の
シ
ェ
ア
を
誇
り
ま
し
た
。

　

ま
た「
た
た
ら
」は
、漢
字
で「
踏

鞴
」
と
書
き
、
炉
に
空
気
を
送
り

込
む
時
に
使
わ
れ
る
鞴ふ

い
ご

に
由
来
し

ま
す
。

体
験
会
の
始
ま
り

　

最
初
の
体
験
会
は
、
平
成
７
年

４
月
の
国
営
備
北
丘
陵
公
園
開
園

時
に
、
開
園
記
念
行
事
の
一
環
と

し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

公
園
の
整
備
中
に
行
わ
れ
た
内

覧
会
で
「
こ
こ
で
た
た
ら
を
や
っ

て
み
た
い
」と
い
う
声
が
上
が
り
、

有
志
が
「
さ
と
や
ま
古
代
た
た
ら

倶く

ら

ぶ

楽
部
」
を
立
ち
上
げ
、
日
刀
保

た
た
ら
に
協
力
を
依
頼
し
、
関
係

者
と
地
域
が
一
体
と
な
り
実
現
さ

せ
ま
し
た
。
以
来
、
ほ
ぼ
毎
年
実

施
さ
れ
て
い
ま
す
。

体
験
会
の
流
れ

　

毎
年
、
２
日
間
の
日
程
で
次
の

作
業
を
体
験
し
ま
す
。

①
築ち

く
ろ炉
・
炉ろ

か
ん
そ
う

乾
燥

　

粘
土
を
こ
ね
て
作
っ
た
ブ
ロ
ッ

ク
を
重
ね
、
炉
を
築
き
、
火
を
た

い
て
乾
燥
さ
せ
ま
す
。

継
承
す
る
た
た
ら
の
心

特　

集

　

本
市
を
含
む
中
国
山
地
は
、
か
つ
て
「
た
た
ら
製
鉄
」
に
よ
っ
て
栄
え

た
一
大
工
業
地
帯
で
し
た
。

　

た
た
ら
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
地
域
の
産
業
を
支
え
、
政
治
・
経
済
・

文
化
な
ど
、
人
々
の
暮
ら
し
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。

　

本
市
で
は
、
た
た
ら
製
鉄
の
技
と
心
を
現
代
に
伝
え
よ
う
と
、
国
営
備

北
丘
陵
公
園
で
体
験
会
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
公
園
の
開
園
時
か
ら

始
ま
っ
た
こ
の
体
験
会
は
本
年
、
第
30
回
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　

こ
の
節
目
に
合
わ
せ
、
本
市
と
た
た
ら
製
鉄
の
関
わ
り
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
。古

代
た
た
ら
鉄
づ
く
り
体
験

た
た
ら
の
心

～
継
承
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
～

②
炭
出
し
・
炭
割
り

　

公
園
内
の
炭
焼
き
窯
か
ら
、
木

炭
を
取
り
出
し
、
使
い
や
す
い
大

き
さ
に
割
り
ま
す
。

③
操
業
・
ふ
い
ご
送
風

　

木
炭
を
炉
に
入
れ
て
温
度
を
上

げ
、
砂
鉄
を
投
入
し
て
操
業
が
始

ま
り
ま
す
。
送
風
は
、
主
に
機
械

で
行
い
ま
す
が
、
昔
な
が
ら
の
足

踏
み
、
手
押
し
の
ふ
い
ご
送
風
の

体
験
も
行
い
ま
す
。

④
鉧け

ら

出
し

　

炉
を
崩
し
て
、
出
来
上
が
っ
た

鉄
の
塊
「
鉧
」
を
取
り
出
し
ま
す
。

令
和
６
年
度
の
体
験
会

と
き

５
月
11
日
㈯
～
12
日
㈰

問
い
合
わ
せ

備
北
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー
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さ
と
や
ま
古
代
た
た
ら
倶
楽
部

三
代
目
会
長　

塩し
お
も
と本
一い

っ
ぺ
い平

さ
ん

　

こ
の
体
験
会
は
、
先
人
の
鉄
づ

く
り
の
営
み
を
体
験
で
き
る
貴
重

な
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　
鉄
を
作
る
の
は
本
当
に
大
変
な

作
業
で
、
み
ん
な
の
力
を
合
わ
せ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
然
界

か
ら
得
た
材
料
を
使
い
、
一
昼
夜
を

通
し
て
炎
と
格
闘
し
た
末
、
灼
熱

の
中
か
ら
真
っ
赤
な
鉄
の
塊
が
出

て
き
ま
す
。
こ
の
体
験
を
多
く
の

人
と
共
に
で
き
る
こ
と
は
、
何
に

も
代
え
が
た
い
感
動
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
体
験
会
は
、
日
刀
保
た
た

ら
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
の
協
力

で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

支
え
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
深

く
敬
意
と
感
謝
を
表
し
ま
す
。

　
30
回
目
の
節
目
を
迎
え
ま
す
が
、

さ
ら
に
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
刀
保
た
た
ら　

村む
ら
げ下　

国
選
定
保
存
技
術
保
持
者

木き

は

ら原
明あ

き
ら

さ
ん

村
下
…
た
た
ら
製
鉄
の
技
師
長

　

私
は
、
た
た
ら
製
鉄
の
研
究
を

30
年
以
上
続
け
て
き
ま
し
た
。
私

の
研
究
で
は
、
不
純
物
と
考
え
ら

れ
て
き
た
砂
鉄
の
中
の
酸
化
チ
タ

ン
が
、
鉄
の
性
質
を
左
右
す
る
重

要
な
働
き
を
し
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
先
人

は
こ
れ
を
見
抜
き
、
鉄
を
作
り
分

け
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま

す
。

　
た
た
ら
の
技
術
に
は
、
先
人
の

深
い
洞
察
力
と
知
恵
が
息
づ
い
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
し
か
な
い
、
非

常
に
高
い
文
化
的
価
値
を
持
つ
中

国
山
地
の
た
た
ら
製
鉄
は
、
世
界

遺
産
に
値
す
る
と
確
信
し
て
い
ま

す
。
た
た
ら
を
体
験
で
き
る
機
会

が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
先
庄
原
市

の
価
値
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が

る
で
し
ょ
う
。

全
日
本
刀
匠
会　

副
会
長

久く

ぼ保
善よ

し
ひ
ろ博

さ
ん

　

日
本
で
製
鉄
が
始
ま
っ
た
古
墳

時
代
の
た
た
ら
製
鉄
を
復
元
し
、

も
の
づ
く
り
の
原
点
で
あ
る
鉄
づ

く
り
を
皆
さ
ん
に
認
識
し
て
も
ら

い
た
い
と
い
う
思
い
で
、
庄
原
市

の
古
代
た
た
ら
鉄
づ
く
り
体
験
に

協
力
し
て
い
ま
す
。

　
鉄
は
人
類
の
文
化
・
文
明
の
発

展
に
最
も
貢
献
し
て
き
た
資
源
で

す
。

　
鉄
を
人
の
手
で
生
み
出
す
技
に

触
れ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
た
く
さ

ん
の
人
が
も
の
づ
く
り
へ
の
興
味

を
持
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

　
今
後
も
子
ど
も
や
若
い
世
代
な

ど
、
た
く
さ
ん
の
人
に
参
加
し
て

も
ら
い
、
た
た
ら
製
鉄
を
盛
り
上

げ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

本
市
と
た
た
ら
の
関
係

　

た
た
ら
は
、
明
治
時
代
に
そ
の

役
目
を
西
洋
式
の
製
鉄
に
明
け
渡

す
ま
で
繁
栄
を
極
め
、
西
城
町
、

東
城
町
は
「
鉄

く
ろ
が
ねど
こ
ろ
」
と
も
呼

ば
れ
、
町
の
発
展
に
製
鉄
業
が
大

き
く
寄
与
し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
広

島
藩
の
地
誌
「
芸げ

い
は
ん藩
通つ

う
し志
」
に
も
、

本
市
の
大
部
分
の
地
域
で
、
製
鉄

や
鍛か

じ冶
、
炭
焼
き
な
ど
が
営
ま
れ

た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
に
は
製
鉄
遺
跡
や
、
山

を
掘
り
崩
し
て
砂
鉄
を
採
っ
た

「
鉄か

ん
な穴
流な

が

し
」
の
遺
構
な
ど
が
残

っ
て
お
り
、
時
悠
館
や
比
和
自
然

科
学
博
物
館
な
ど
の
博
物
館
で
は

こ
れ
ら
を
含
め
、
た
た
ら
の
歴
史

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
た
ら
製
鉄
と
日
本
刀

　

そ
の
技
術
の
高
さ
と
美
し
さ
か

ら
、
究
極
の
美
術
品
と
も
評
さ
れ

る
日
本
刀
。
材
料
と
し
て
欠
か
せ

な
い
の
が
「
玉た

ま
は
が
ね鋼
」
で
す
。

　

玉
鋼
は
、
非
常
に
純
度
の
高
い

鉄
で
、
た
た
ら
以
外
の
製
鉄
法
で

作
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

現
在
、
た
た
ら
に
よ
る
製
鉄

を
行
っ
て
い
る
団
体
は
、
世
界

で
公
益
財
団
法
人
日
本
美
術
刀

剣
保
存
協
会
（
日に

っ
と
う
ほ

刀
保
）
が
運

営
す
る
「
日
刀
保
た
た
ら
」（
所

在
地
：
島
根
県
仁
多
郡
奥
出
雲

町
）
の
み
で
す
。

　

日
刀
保
た
た
ら
は
、
文
化
財

保
護
法
の
選
定
保
存
技
術
に
認

定
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
生
産
さ

れ
た
玉
鋼
は
、
全
国
の
刀
匠
に
広

く
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
は
歴
史
的
に
日
本
刀
の
生

産
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本

刀
名
匠
で
無む

か

ん

さ

鑑
査
※

の
資
格
を
有

す
る
久く

ぼ保
善よ

し
ひ
ろ博
刀
匠
が
市
内
に
在

住
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
外
国
人
と
し
て
初
め
て

刀
匠
の
資
格
を
取
得
し
た
ジ
ョ
ハ

ン
・
ロ
イ
ト
ヴ
ィ
ラ
ー
刀
匠
は
、

久
保
刀
匠
の
弟
子
と
し
て
本
市
で

修
業
し
、
本
年
４
月
か
ら
国
営
備

北
丘
陵
公
園
の
工
房
で
体
験
指
導

な
ど
を
行
う
予
定
で
す
。

※
無
鑑
査
…
芸
術
分
野
で
、
過
去

の
実
績
か
ら
、
特
定
の
展
覧
会
な

ど
に
審
査
・
監
査
な
し
で
出
品
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
刀
剣

の
分
野
で
は
狭
き
門
で
「
抜
群
の

技
量
が
認
め
ら
れ
る
者
」
と
さ
れ

て
お
り
、
現
代
刀
匠
の
中
で
最
高

位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

久保刀匠（右）とジョハン刀匠

商
工
観
光
課
観
光
振
興
係　
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