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１ 

は
じ
め
に 

 

鉛
は
不
思
議
な
金
属
で
あ
る
。
地
球
上
の
存
在
比
が
異
常
に
高
く
、

し
か
も
融
点
が
低
く
精
錬
が
容
易
な
の
で
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
水
道
菅

な
ど
に
多
用
さ
れ
た
。
そ
の
鉛
に
は
、
質
量
の
異
な
る
四
種
類
（
鉛
二

〇
四
、
鉛
二
〇
六
、
鉛
二
〇
七
、
鉛
二
〇
八
）
の
同
位
体
が
あ
り
、
そ

の
比
率
に
よ
っ
て
、
指
紋
や
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
鑑
定
の
よ
う
に
、
青
銅
器
な
ど

の
分
類
が
で
き
る
の
で
、
銅
剣
や
銅
鏡
な
ど
の
産
地
や
製
作
時
期
の
研

究
に
も
役
立
つ
。 

日
本
に
お
い
て
、
鉛
同
位
体
比
を
用
い
た
「
青
銅
器
研
究
」
が
本
格

化
し
た
の
は
、
四
十
年
ほ
ど
前
で
あ
り
、
関
連
す
る
分
析
件
数
も
、
筆

者
の
収
録
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
今
で
は
、
日
本
関
係
二
七

〇
〇
件
、
韓
国
関
係
四
〇
〇
件
、
中
国
関
係
一
五
〇
〇
件
に
の
ぼ
る
。 

日
本
の
考
古
学
研
究
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
疑

い
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
初
二
十
年
間
ほ
ど
の
間
に
進
め
ら
れ
た
研
究

成
果
に
は
、
数
多
く
の｢

誤
り｣

が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
誤
っ
た
定
説
」

の
残
渣
を
除
外
し
な
い
と
、
正
し
い
結
論
を
導
け
な
い
場
合
が
多
い
。 

実
は
、
今
回
採
り
上
げ
る
、
出
雲
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
剣(

三
五
八
件)

、

銅
鐸(

六
件)

、
銅
矛(

一
六
件)

と
出
雲
加
茂
岩
倉
遺
跡
の
銅
鐸(

三
九
件)

の
鉛
同
位
体
比
の
資
料
も
、
こ
の
「
誤
り
」
の
修
正
に
大
き
な
役
割
を

果
た
せ
る
。 

そ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
弥
生
初
期
青
銅
器
（
多
鈕
細
文
鏡
、
初
期
銅

鐸
、
細
形
銅
剣
・
銅
矛
・
銅
戈
）
の
鉛
同
位
体
比
の
測
定
例
は
、
一
〇



 2 

〇
〇
件
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
の
内
、
出
雲
の
青
銅
器
の
測
定
例
が
四
三
六

件
も
あ
る
。 

そ
も
そ
も
出
雲
は
「
神
話
の
国
」
で
あ
り
、
青
銅
器
文
化
の
空
白
地

帯
と
さ
れ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
出
土
例
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
一
気
に

覆
っ
た
の
が
一
九
八
四
年
の
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
剣
・
銅
矛
・
銅
鐸
と
一

九
九
六
年
の
加
茂
岩
倉
遺
跡
の
銅
鐸
で
あ
る
。
両
地
点
間
の
距
離
は
わ

ず
か
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
地
域
的
に
は
ほ
ぼ
同
一
地
点
と
見
な
せ
る
。 

本
稿
で
は
、
筆
者
の
研
究
成
果
を
中
心
に
し
て
、
当
初
の
鉛
同
位
体

比
に
関
す
る
誤
っ
た
「
定
説
」
を
正
し
、
あ
わ
せ
て
、
出
雲
地
区
の
青

銅
器
原
料
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 
 
 

２ 

鉛
同
位
体
比
に
よ
る
類
似
性
判
定 

 

は
じ
め
に
、
鉛
の
四
種
類
の
同
位
体
比
を
利
用
す
る
と
、
指
紋
や
Ｄ

Ｎ
Ａ
と
同
じ
よ
う
に
、
青
銅
器
な
ど
の
類
似
性
の
判
定
が
で
き
る
こ
と

を
紹
介
し
た
。
そ
の
た
め
金
属
考
古
学
の
分
野
で
は
、
鉛
二
〇
八
／
鉛

二
〇
六
を
縦
軸
に
、
鉛
二
〇
七
／
鉛
二
〇
六
を
横
軸
に
表
示
し
た
図
を

も
っ
て
、
類
似
性
を
表
示
す
る
が
一
般
的
で
あ
る
。 

ま
ず
は
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
の
馬
淵
久
夫
・
平
尾
良
光
ら
が

新
鋭
分
析
器
を
導
入
し
て
、
各
種
青
銅
器
を
分
析
し
た
デ
ー
タ
を
基
に

提
示
し
た
「
判
定
基
準
図
」
を
図
１
に
示
す
。 

す
な
わ
ち
、
馬
淵
・
平
尾
の
「
判
定
基
準
図
」
に
お
い
て
は
、
主
と

し
て
前
漢
鏡
が
分
布
す
る
Ａ
領
域
を
「
華
北
産
の
鉛
」
、
後
漢
・
三
国
鏡

が
分
布
す
る
Ｂ
領
域
を
「
華
南
産
の
鉛
」
、
日
本
鉱
床
の
鉛
Ｃ
領
域
を
「
日

本
産
の
鉛
」
、
多
鈕
細
文
鏡
や
細
形
銅
剣
な
ど
朝
鮮
半
島
系
遺
物
の
分
布

す
る
Ｄ
ラ
イ
ン
を
「
朝
鮮
半
島
産
の
鉛
」
と
し
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
判
定
基
準
図
」
に
お
い
て
、
青
銅
器
を
分
類
し

て

示

す

ま

で

は

問

題

な

か

っ

た

が
、
そ
の
「
産
地

比
定
」
に
ま
で
踏

み
込
む
中
で
「
誤

り

」

を

お

か

し

た

。

正

し

く

は

「

朝

鮮

半

島

産

の
鉛
」
は
「
古
代

中
国
の
鉛
」
で
あ

り
、
「
日
本
産
の

鉛
」
は
「
西
日
本

産
の
鉛
」
に
過
ぎ

ず
、
代
表
的
な
鉛

鉱

山

の

岐

阜

県

神

岡

鉱

山

が

除

か
れ
て
い
た
。 

そ

の

よ

う

な
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結
論
に
至
っ
た
過
程
を
調
べ
る
と
、
分
析
技
術
系
の
研
究
者
は
、
そ
の

手
段
の
有
効
性
を
考
古
学
系
に
受
け
容
れ
て
も
ら
う
た
め
、
考
古
学
系

の
「
定
説
」
に
す
り
寄
っ
た
表
現
を
誘
導
し
て
い
た
可
能
性
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
主
と
し
て
中
国
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
分
析
結
果

等
を
基
に
し
て
、
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
の
が
、
筆
者
の
論
文
「
鉛
同

位
体
比
に
よ
る
青
銅
器
の
鉛
産
地
推
定
を
め
ぐ
っ
て
」
『
考
古
学
雑
誌
』

(

新
井
二
〇
〇
〇)

で
あ
る
。 

そ
の
重
要
な
点
は
、
Ｄ
ラ
イ
ン
の
鉛
は
朝
鮮
半
島
の
鉛
鉱
石
の
分
布

か
ら
大
き
く
ず
れ
て
い
て
、
む
し
ろ
数
多
く
の
古
代
中
国
青
銅
器
の
一

般
的
な
鉛
同
位
体
比
を
示
す
ラ
イ
ン
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
馬
淵
・
平
尾
ら
も
中
国
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
分
析
結

果
に
つ
い
て
は
熟
知
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
多
く
の
分
析
を

東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
で
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
過
去
の
定
説
」
の
誤
り
が
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。 

以
下
、
筆
者
の
「
批
判
論
文
」
を
援
用
し
な
が
ら
、
最
近
の
研
究
成

果
も
参
照
し
て
紹
介
す
る
。 

 

３ 

「
馬
淵
・
平
尾
説
」
の
誤
謬 

 

図
１
に
示
さ
れ
て
い
る
Ａ
領
域
、
Ｂ
領
域
、
Ｃ
領
域
と
Ｄ
ラ
イ
ン
は
、

弥
生
・
古
墳
時
代
の
青
銅
器
の
分
類
と
し
て
見
る
限
り
大
き
な
問
題
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
領
域
等
を
解
説
し
た
「
馬
淵
・
平
尾
説
」
は
明

ら
か
に
誤
っ
て
い
る
。
以
下
、
順
番
が
逆
に
な
る
が
、
各
々
の
領
域
に

つ
い
て
の
誤
り
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 

３･

１ 

多
鈕
細
文
鏡
な
ど
朝
鮮
半
島
産
鉛(

Ｄ
ラ
イ
ン) 

 

ま
ず
、
多
鈕
細
文
鏡
、
中
国
式
銅
剣
、
細
形
銅
剣
、
細
形
銅
矛
、
細

形
銅
戈
、
菱
環
式
銅
鐸
、
外
縁
式
鈕Ⅰ

式
銅
鐸
な
ど
弥
生
初
期
の
青
銅

器
に
つ
い
て
、
鉛
同
位
体
比
の
判
明
し
て
い
る
一
二
七
件
の
資
料
に
つ

い
て
、「
基
準
判
定
図
」
に
プ
ロ
ッ
ト
し
て
図
２
に
示
す
。
こ
れ
ら
弥
生

初
期
の
青
銅
器
に
つ
い
て
は
「
銅
鐸
」
を
除
い
て
、
朝
鮮
半
島
に
祖
型

が
見
ら
れ
る
の
で
、「
朝
鮮
半
島
系
」
と
呼
称
す
る
こ
と
に
、
大
き
な
異

論
は
な
い
が
、
そ
の
大
部
分
が
日
本
で
製
作
さ
れ
て
い
る
の
で
、
誤
解

を
招
く
怖
れ
も
あ
る
。
別
名
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

図
２
を
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
全
て
が
「
Ｄ
ラ
イ
ン
」
及
び
そ
の
延
長

線
上
の
「
領
域
Ａ
」
に
載
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
と
云
っ

て
「
朝
鮮
半
島
系
」
の
青
銅
器
が
「
朝
鮮
半
島
産
の
鉛
」
と
短
絡
す
る

の
は
飛
躍
で
あ
り
十
分
な
検
証
を
要
す
る
。 

そ
の
た
め
、
筆
者
の
「
批
判
論
文
」
で
は
、
主
と
し
て
古
代
中
国
の

青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
を
調
べ
て
、
Ｄ
ラ
イ
ン
と
の
比
較
を
行
っ
た
。 

そ
の
結
果
、
① 

河
南
省
殷
墟
の
婦
好
墓
出
土
品
、
② 

江
西
省
新
幹
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大
洋
洲
商
墓
出
土
品
、
③ 

四
川
省
三
星
堆
遺
跡
出
土
品
、
④ 
泉
屋
博

古
館
所
蔵
の
戦
国
期
以
前
の
中
国
青
銅
器
、
な
ど
当
時
入
手
で
き
た
周

代
以
前
の
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
が
全
て
「
Ｄ
ラ
イ
ン
」
に
載
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
四
川
省
に
隣
接
す
る
雲
南
省
に
は
、
Ｄ
ラ
イ
ン

に
載
る
「
方
鉛
鉱
」
の
鉱
山
も
存
在
し
て
い
る
。 

そ
の
状
況
は
、
測
定
資
料
が
飛
躍
的
に
増
え
た
現
在
で
も
変
わ
ら
ず
、

ま
す
ま
す
確
実
に
な
っ
て
い
る
。 

例
え
ば
、
中
国
古
代
の
中
心
地
、
河
南
省
の
殷
墟
出
土
品
の
鉛
同
位

体
比
（
金
一
九
九
九
）
に
つ
い
て
、「
基
準
判
定
図
」
に
示
す
と
図
３
の

よ
う
に
な
る
。
図
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
鉛
二
〇
八
／
鉛
二
〇

六
が
〇
・
八
二
以
下
の
み
を
示
し
た
が
、
弥
生
時
代
初
期
青
銅
器
の
図

２
の
ラ
イ
ン
に
完
全
に
連
な
っ
て
い
る
。 

し
か
し
古
代
中
国
の
青
銅
器
鉛
同
位
体
比
と
の
類
似
性
の
み
で
、
中

国
産
の
鉛
と
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
朝
鮮
半
島
に
も
同
様
な
鉛
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同
位
体
比
を
持
つ
鉱
山
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
こ
で
、
佐
々
木
昭
の
「
鉱
床
鉛
同
位
体
比
よ
り
み
た
コ
リ
ア
半
島

と
日
本
列
島
」
（
佐
々
木
一
九
八
七)

と
馬
淵
久
夫
ら
の
「
東
ア
ジ
ア
鉛

鉱
石
の
鉛
同
位
体
比
」(

馬
淵
一
九
八
七)

か
ら
朝
鮮
半
島
の
方
鉛
鉱
の

鉛
同
位
体
比
を
選
び
、
図
４
に
整
理
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
は

い
ず
れ
も
完
全
に
一
致
し
た
ラ
イ
ン
に
載
っ
て
い
て
、
明
ら
か
に
Ｄ
ラ

イ
ン
と
は
異
な
る
。
更
に
確
認
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
半
島
産
の
鉛
鉱
石

を
使
用
し
た
統
一
新
羅
期
の
慶
州
東
川
洞
青
銅
器
鋳
造
遺
跡
か
ら
の
鉛

同
位
体
比
資
料
（
斎
藤
二
〇
〇
六
）
に
つ
い
て
も
図
４
に
併
記
し
た
が
、

朝
鮮
半
島
の
方
鉛
鉱
の
ラ
イ
ン
に
載
り
、
Ｄ
ラ
イ
ン
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
。 

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
Ｄ
ラ
イ
ン
の
鉛
原
料
は
朝
鮮
半
島
産
で
は
な

く
、
古
代
中
国
で
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
鉛
と
確
定
で
き
た
と
考
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
李
剛
の
論
文
「
朝
鮮
半
島
及
日
本
細
形

青
銅
武
器
的
原
料
産
地
」（
李
二
〇
〇
六
）
で
も
筆
者
の
見
解
を
追
認
し

て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
筆
者
の
「
批
判
論
文
」
に
対
し
て
、
馬
淵
・
平
尾
か
ら

は
、
し
ば
ら
く
の
間
、
何
の
反
論
も
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
無
視
さ
れ
て

い
た
形
で
あ
る
が
、
は
じ
め
て
馬
淵
が
反
論
し
た
の
が
「
鉛
同
位
体
比

に
よ
る
青
銅
器
研
究
の
三
十
年
」(

馬
淵
二
〇
〇
七)

に
お
い
て
で
あ
る
。 

そ
の
論
文
で
、
馬
淵
が
朝
鮮
半
島
産
鉛
の
証
拠
と
し
て
提
示
し
た
の

が
、
図
４
に
も
併
記
し
た
出
雲
国
庁
跡
か
ら
出
土
し
た
和
同
開
珎(

銀)

で
あ
る
。
し
か
し
、
図
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
一
点
だ
け

で
は
Ｄ
ラ
イ
ン
の
左
下
の
大
部
分
に
つ
い
て
何
の
証
拠
と
も
な
ら
ず
、

あ
ま
り
に
も
説
得
力
に
欠
け
る
。 

し
か
も
和
同
開
珎(

銀)

に
含
ま
れ
て
い
る
鉛
が
、
は
た
し
て
朝
鮮
半

島
由
来
で
あ
る
か
も
不
明
で
、
朝
鮮
半
島
鉛
説
を
肯
定
す
る
論
拠
に
は

な
り
得
な
い
。 

ま
た
馬
淵
は
論
文
中
で
〝
「
朝
鮮
系
遺
物
ラ
イ
ン
」
が
雲
南
だ
と
す

る
新
井
宏
の
説
は
否
定
さ
れ
る
と
思
う
〟
と
記
述
し
て
、「
朝
鮮
半
島
産

鉛
説
」
が
正
し
い
こ
と
を
暗
示
す
る
筆
法
を
と
っ
て
い
る
が
、「
雲
南
説
」

は
筆
者
の
仮
説
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
疑
問
を
呈
し
た
か
ら
と

云
っ
て
、
「
朝
鮮
半
島
産
鉛
説
」
が
復
活
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。 

し
か
も
馬
淵
ら
と
の
共
同
研
究
の
あ
る
中
国
の
金
正
耀
は
、
「
鉛
同

位
素
示
踪
方
法
応
用
于
考
古
学
研
究
的
進
展
」
の
中
で
、
三
星
堆
と
殷

墟
を
結
ぶ
「
青
銅
の
路
」
を
提
示
し
て
い
る
（
金
二
〇
〇
三
）
。
そ
れ
を

承
知
し
な
が
ら
、
馬
淵
は
〝
新
井
が
雲
南
に
目
を
つ
け
た
の
は
、
…
…

論
理
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
〟
と
の
理
由
で
、
〝
…
…
新
井
宏
の
説
は

否
定
さ
れ
る
と
思
う
〟
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
や

雲
南
・
三
星
堆
→
殷
墟
→
燕
・
朝
鮮
半
島
→
日
本
の
「
青
銅
の
路
」
は

む
し
ろ
有
力
な
仮
説
な
の
で
あ
る
。 

 

３･

２ 

日
本
産
の
鉛(

Ｃ
領
域) 

 
「
基
準
判
定
図
」
に
示
さ
れ
た
瓢
箪
型
の
「
日
本
産
の
鉛
」
の
領
域

は
一
見
し
て
「
明
解
」
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
瓢
箪
型
の
領
域
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に
は
、
日
本
を
代
表
す
る
神
岡
鉱
山
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

馬
淵
ら
の
説
明
（
馬
淵
一
九
八
二
）
に
よ
る
と
、
神
岡
鉱
山
の
鉛
同

位
体
比
は
、「
基
準
判
定
図
」
で
は
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
良
く
一
致
し
て

い
る
が
、
別
の
鉛
同
位
体
比
の
判
定
座
標
を
採
用
す
る
と
差
が
あ
る
た

め
、
除
い
た
の
だ
と
云
う
。
す
な
わ
ち
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
一
致
す
る

か
し
な
い
か
が
、
「
日
本
の
鉛
」
と
し
て
認
定
す
る
基
準
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
「
神
岡
鉱
山
の
鉛
」
と
「
三
角
縁
神
獣
鏡
の
鉛
」
の
間
の
差

は
微
差
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
、「
神
岡
の
鉛
」
と
「
三
角
縁
の
鉛
」

の
関
係
よ
り
も
良
く
一
致
す
る
事
例
は
現
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ば
統
計

的
な
考
察
に
欠
け
て
い
て
、
い
き
な
り
「
神
岡
鉱
山
」
を
除
外
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
列
島
中
部
以
東
の
鉱
山
は
未
だ

開
発
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
の
認
識
が
あ
っ
た
と
も
云
う
。 
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ま
ず
図
５
に
神
岡
鉱
山
に
加
え
、
生
野
、
対
州
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比

分
布
を
示
す
。
出
典
は
佐
々
木
昭
ら
の
「
日
本
列
島
の
鉱
床
鉛
同
位
体

比
」(
佐
々
木
一
九
八
二)

と
馬
淵
久
夫
ら
の
「
東
ア
ジ
ア
鉛
鉱
石
の
鉛
同

位
体
比
」(
馬
淵
一
九
八
七)

で
あ
る
。 

注
目
す
べ
き
は
、
神
岡
鉱
山
の
鉛
同
位
体
比
分
布
が
、
図
６
に
示
す

三
角
縁
神
獣
鏡
の
分
布
と
そ
っ
く
り
な
の
で
あ
る
。
馬
淵
ら
は
Ｂ
領
域

全
体
に
分
布
し
て
い
る
三
角
縁
神
獣
鏡
の
原
料
に
「
華
南
の
鉛
」
を
想

定
し
て
い
る
が
、「
華
南
の
鉛
」
の
実
際
分
布
は
後
に
示
す
よ
う
に
Ｂ
領

域
の
左
下
の
半
分
し
か
カ
バ
ー
し
て
い
な
い
。 

考
古
学
に
お
け
る
鉛
同
位
体
比
の
活
用
が
始
ま
っ
た
頃
、
三
角
縁
神

獣
鏡
を
「
魏
鏡
」
と
す
る
の
は
、
ほ
ぼ
考
古
学
界
の｢

定
説｣

で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
馬
淵
・
平
尾
の
表
現
に
は
、
「
三
角
縁
神
獣
鏡
が
魏
鏡
」

で
あ
る
と
の
認
識
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
日
本
産
の
鉛
」

領
域
が
三
角
縁
神
獣
鏡
と
重
な
っ
て
は
都
合
が
わ
る
い
。
い
わ
ば
資
料

操
作
を
お
こ
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。 

筆
者
は
た
び
た
び
、
鉛
の
精
錬
は
銅
や
錫
に
較
べ
て
は
る
か
に
容
易

で
、
銅
や
錫
の
原
料
を
中
国
等
か
ら
輸
入
し
て
い
た
と
し
て
も
、
鉛
だ

け
は
先
行
し
て
朝
鮮
半
島
や
日
本
で
精
錬
し
て
い
た
可
能
性
を
主
張
し

て
来
た
。 

そ
の
結
果
、
紀
元
前
後
に
は
、
朝
鮮
半
島
の
楽
浪
土
城
近
辺
の
方
鉛

鉱
や
日
本
の
対
州
鉱
山
の
方
鉛
鉱
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
考
古

学
資
料
を
持
っ
て
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
た(

新
井
二
〇
一
二)

。
研
究

者
は
、
資
料
間
に
微
差
を
認
め
た
か
ら
と
云
っ
て
、「
除
外
す
る
」
な
ど

の
恣
意
的
な
資
料
操
作
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

３･

３ 

華
北
・
華
南
の
鉛(

Ａ
領
域
、
Ｂ
領
域) 

 

鉛
同
位
体
比
の
面
か
ら
云
え
ば
、
中
国
北
部
の
鉛
が
Ａ
領
域
に
近
く
、

南
部
の
鉛
が
Ｂ
領
域
に
近
い
の
は
、
い
わ
ば
常
識
で
あ
る
。
だ
か
ら
Ａ

領
域
を
華
北
の
鉛
、
Ｂ
領
域
を
華
南
の
鉛
と
す
る
こ
と
に
強
い
て
反
対

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

し
か
し
、
華
北
、
華
南
と
云
っ
て
も
そ
の
定
義
か
ら
問
題
が
あ
る
。

原
産
地
を
特
定
す
る
研
究
で
は
、
あ
く
ま
で
資
料
を
合
理
的
に
読
み
解

く
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

ま
ず
、
華
北
と
華
南
の
境
界
を
通
説
に
沿
っ
て
淮
河
と
し
よ
う
。
ま

た
、
西
域
の
甘
粛
省
は
除
外
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
図

７
に
馬
淵
の
論
文
（
馬
淵
一
九
八
七
）
に
基
づ
き
、
華
北
と
華
南
の
鉛

同
位
体
比
の
分
布
を
纏
め
て
見
た
。 

そ
の
結
果
、
華
南
の
方
鉛
鉱
の
分
布
は
、
Ｂ
領
域
の
左
下
側
半
分
を

カ
バ
ー
し
て
い
る
が
、
日
本
で
最
も
問
題
に
し
て
い
る
古
墳
時
代
の
三

角
縁
神
獣
鏡
や
倭
鏡
の
主
領
域
を
示
す
右
上
側
半
分
の
部
分
に
対
応
す

る
鉱
山
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
華
南
の
江
蘇
省
棲
霞
山
の

方
鉛
鉱
は
、
Ｂ
領
域
か
ら
は
る
か
に
飛
び
離
れ
て
Ａ
領
域
に
か
な
り
近

い
鉛
同
位
体
比
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
華
北
の
鉛
で
は
、
遼
寧
省
青
城
子
の
方
鉛
鉱
が
Ａ
領
域
に
比
較

的
に
近
い
値
を
示
し
て
い
る
が
、
青
城
子
を
含
む
遼
寧
省
の
デ
ー
タ
は
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Ａ
領
域
の
右
上
に
図
示
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
く
外
れ
て
い
て
信
頼
性
に

乏
し
い
。
Ａ
領
域
に
比
較
的
に
近
い
の
が
、
峡
西
省
永
豊
や
丹
鳳
の
鉱

山
で
、
馬
淵
は
こ
れ
を
想
定
し
て
い
る
が
、
華
北
の
代
表
地
と
見
な
す

こ
と
に
は
疑
点
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
、
鉛
産
地
を
華
北
と
か
華
南
と
か
云
っ
て

も
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。 

 

３･

４ 

技
術
系
研
究
者
の
心
構
え 

 

筆
者
が
馬
淵
ら
の
論
文
に
対
す
る
「
批
判
論
文
」
を
載
せ
た
の
は
、

日
本
で
最
も
伝
統
あ
る
『
考
古
学
雑
誌
』
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
『
考

古
学
雑
誌
』
の
学
会
事
務
局
は
東
京
東
京
博
物
館
の
中
に
あ
る
が
、
馬

淵
・
平
尾
ら
の
所
属
し
て
い
た
東
京
文
化
財
研
究
所
も
同
館
内
に
あ
る
。 

お
そ
ら
く
そ
の
影
響
も
あ
っ
た
か
と
思
う
が
、
筆
者
の
論
文
の
審
査

が
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
。
採
否
に
関
し
て
揉
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ

た
の
だ
と
思
う
。 

幸
い
な
こ
と
に
、
筆
者
の
「
批
判
論
文
」
は
、
馬
淵
・
平
尾
か
ら
は

無
視
さ
れ
た
が
、
い
く
つ
か
の
大
学
等
で
「
輪
講
」
と
し
て
も
利
用
さ

れ
た
と
聞
く
。 

出
雲
の
青
銅
器
原
料
問
題
に
つ
い
て
、
正
し
い
議
論
を
す
る
た
め
に
、

過
去
の
「
馬
淵
・
平
尾
説
」
の
誤
謬
に
つ
い
て
、
必
要
以
上
に
強
く
責

め
た
か
も
知
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
一
般
の
学
術
誌
に
は
こ
の
よ
う
な

こ
と
は
書
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
深
入
り
し
過
ぎ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

私
の
主
張
な
の
で
、
了
解
願
い
た
い
。 

  

４ 

荒
神
谷
と
加
茂
岩
倉
の
青
銅
器 

 

荒
神
谷
遺
跡
と
加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
青
銅
器
に
は
、
図
２

に
示
し
た
Ｄ
ラ
イ
ン
の
鉛
同
位
体
比
の
外
縁
式
鈕Ⅰ

式
銅
鐸
や
類
似
す

る
中
細
形
銅
矛
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。 

加
茂
岩
倉
遺
跡
の
銅
鐸
の
鉛
同
位
体
比
（
斎
藤
二
〇
一
六
）
を
図
８

に
、
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
鐸
と
銅
矛
の
鉛
同
位
体
比
（
馬
淵
一
九
九
一
）

を
図
９
に
示
す
。 

ま
た
、
荒
神
谷
遺
跡
の
三
五
八
本
の
中
細
形
銅
剣
の
中
に
は
、
加
茂

岩
倉
遺
跡
や
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
鐸
と
全
く
同
一
の
鉛
同
位
体
比
を
持
つ

特
異
な
銅
剣
が
あ
る
。
銅
鐸
・
銅
矛
と
の
関
係
を
一
覧
で
き
る
よ
う
に

重
複
も
あ
る
が
図
10
に
示
す
。 

い
ず
れ
の
場
合
も
、
以
降
の
記
述
の
平
易
さ
の
た
め
に
、
鉛
同
位
体

比
［
鉛
二
〇
七
／
鉛
二
〇
六
］
の
値
を
基
に
し
て
、
区
分Ⅰ

か
ら
区
分

Ⅶ

ま
で
の
分
類
を
行
う
。「
判
定
基
準
図
」
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
区
分

Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

が
Ｄ
ラ
イ
ン
に
、
区
分Ⅳ

が
Ａ
領
域
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。

関
係
す
る
表
や
図
に
は
［
鉛
二
〇
七
／
鉛
二
〇
六
］
の
値
と
「
区
分
」

を
対
に
し
て
示
し
た
の
で
、
対
照
表
の
提
示
を
省
略
す
る
。 

加
茂
岩
倉
と
荒
神
谷
の
関
係
、
す
な
わ
ち
図
８
と
図
９
の
関
係
を
見

る
と
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
明
瞭
に
、
Ｄ
ラ
イ
ン
と
Ａ
領
域
に
半
数
ず
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つ
別
れ
た
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
の
分
布
形
態
も
「
瓜
二
つ
」
で
あ
る
。

両
者
の
原
料
に
共
通
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
推
測
を
確
か
め
る
た
め
に
、
Ｄ
ラ
イ
ン
の
グ
ル
ー
プ
と
Ａ
領
域

の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
鉛
同
位
体
比
の
他
に
、
微
量
成
分
、
す
な
わ

ち
ヒ
素
と
ア
ン
チ
モ
ン
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
差
が
あ
る
か
調
べ
て

み
た
。
鉛
同
位
体
比
の
差
は
鉛
原
料
に
由
来
す
る
が
、
ヒ
素
・
ア
ン
チ

モ
ン
の
差
は
銅
原
料
に
由
来
す
る
こ
と
が
判
っ
て
い
て
、
鉛
と
銅
の
主

原
料
の
ふ
た
つ
の
面
か
ら
、
原
料
問
題
を
考
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

幸
い
な
こ
と
に
荒
神
谷
遺
跡
の
銅
鐸
・
銅
剣
の
ヒ
素
・
ア
ン
チ
モ
ン

に
つ
い
て
は
、
平
尾
良
光
の
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
値
（
平
尾
一
九
九

六
）
、
加
茂
岩
倉
遺
跡
の
銅
鐸
の
ヒ
素
と
ア
ン
チ
モ
ン
も
、
斎
藤
努
ら
の

蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
値
（
斎
藤
二
〇
一
六
）
が
利
用
で
き
る
。 
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表
１
に
鉛
同
位
体
比
の
「
区
分
」
と
ヒ
素
・
ア
ン
チ
モ
ン
の
関
係
に

つ
い
て
、
遺
跡
遺
物
ご
と
に
分
布
図
と
し
て
整
理
し
て
示
す
。
い
ず
れ

の
遺
跡
遺
物
に
つ
い
て
も
全
く
同
じ
分
布
を
示
し
て
い
る
。 

そ
の
結
果
、
Ｄ
ラ

イ
ン
に
属
す
る
区

分Ⅱ

と
区
分Ⅲ

で

は
ほ
と
ん
ど
全
て

の
資
料
で
、
ア
ン
チ

モ
ン
の
値
が
〇
・

一
％
以
下
な
の
に
、

Ａ
領
域
の
区
分Ⅳ

で
は
、
ほ
と
ん
ど
が

〇
・
四
か
ら
〇
・

六
％
程
度
の
値
を

示
し
て
い
て
、
完
全

に
分
離
し
て
い
る
。

Ｄ
ラ
イ
ン
の
グ
ル

ー
プ
は
鉛
原
料
の

み
な
ら
ず
、
銅
原
料

に
つ
い
て
も
Ａ
領

域
の
原
料
と
は
異

な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
参
考
の
た
め
、

古
墳
期
の
例
と
し
て
椿
井
大
塚
山
古
墳
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
ヒ
素
と
ア

ン
チ
モ
ン
（
山
崎
一
九
九
八
）
の
分
布
も
併
記
す
る
。
Ａ
領
域
の
分
布

に
良
く
似
て
い
る
。 

Ａ
領
域
に
そ
の
中
心
分
布
を
持
つ
弥
生
時
期
の
青
銅
器
に
は
、
神
戸

博
物
館
・
泉
屋
博
古
館
・
馬
の
博
物
館
所
蔵
の
漢
代
青
銅
器
、
朝
鮮
楽

浪
土
城
の
銅
鏃
・
銅
器
、
漢
鏡
（
二
期
～
五
期
）
、
平
形
銅
剣
、
広
形
銅

矛
・
銅
戈
、
後
期
銅
鐸
、
貨
泉
、
小
型
仿
製
鏡
な
ど
が
あ
る
。
図
７
の

Ａ
領
域
に
各
々
の
中
心
的
な
鉛
同
位
体
比
を
示
す
。
す
な
わ
ち
同
時
代

に
は
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
の
全
て
の
地
域
で
、
銅
の
主
原
料
の

位
置
を
占
め
て
い
た
。
日
本
に
お
い
て
、
Ｄ
ラ
イ
ン
の
原
料
が
枯
渇
す

る
頃
に
な
る
と
、
そ
の
代
替
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
が
こ
れ
ら
Ａ
ラ
イ

ン
の
国
際
的
な
原
料
な
の
で
あ
る
。 

余
談
に
な
る
が
、
ヒ
素
・
ア
ン
チ
モ
ン
は
錫
や
鉛
の
原
料
中
の
微
量

成
分
で
は
な
く
、
銅
の
不
純
物
で
あ
る
こ
と
を
前
に
も
紹
介
し
た
。 

二
〇
〇
四
年
に
泉
屋
博
古
館
が
巨
大
な
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
器

ス
プ
リ
ン
グ
八
を
利
用
し
て
、
三
角
縁
神
獣
鏡
等
の
ア
ン
チ
モ
ン
や
銀

の
分
析
を
行
い
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
魏
鏡
で
あ
る
と
大
々
的
に
発
表
し

た
（
泉
屋
二
〇
〇
四
）
。
科
学
的
な
手
法
に
基
づ
く
結
論
で
あ
り
、
そ
の

当
時
、
あ
た
か
も
「
魏
鏡
説
」
に
確
定
し
た
か
の
よ
う
な
勢
い
で
あ
っ

た
。 そ

れ
に
対
し
て
、
決
定
的
な
反
論
を
行
っ
た
の
が
筆
者
で
あ
る
（
新

井
二
〇
〇
五
）
。
泉
屋
博
古
館
は
、
微
量
成
分
の
ア
ン
チ
モ
ン
が
、
性
質

の
良
く
似
て
い
る
錫
原
料
に
由
来
す
る
と
の
前
提
条
件
で
研
究
を
行
っ
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て
い
た
が
、
こ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
、
微
量
成
分
の
ア
ン
チ
モ

ン
が
銅
原
料
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
金
属
考
古
学
で
は
常
識
で
あ
っ
た
。

前
提
条
件
が
誤
っ
て
い
た
ら
、
結
論
が
信
頼
出
来
な
い
の
は
、
当
然
で
、

燃
え
上
が
っ
て
い
た
「
魏
鏡
説
」
は
一
気
に
下
火
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

さ
て
図

10
の
荒
神
谷
の
銅
剣
に
注
目
し
て
見
る
と
、
左
翼
に
広
が
っ

た
分
布
の
先
端
に
、
資
料
番
号

A
-2

6

の
銅
剣
が
あ
る
。
図
か
ら
直
ち

に
判
る
よ
う
に
類
似
す
る
組
成
に
加
茂
岩
倉
や
荒
神
谷
の
銅
鐸
が
あ
る

の
で
、
そ
の
鉛
同
位
体
比
等
を
表
２
に
ま
と
め
て
み
た
。 

結
果
を
見
る
と
、
鉛
同
位
体
比
の
み
な
ら
ず
、
ヒ
素
や
ア
ン
チ
モ
ン

の
組
成
ま
で
極
め
て
近
く
、
ほ
ぼ
同

一
と
見
な
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
原
料

と
し
て
同
一
ロ
ッ
ト
で
あ
っ
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。 

し
た
が
っ
て
資
料
番
号

A
-2

6

に

は
、
銅
鐸
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
用
い
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
図
を
注
意
し
て
見
る
と
、
銅

剣
の
鉛
同
位
体
比
の
分
布
が

A
-2

6

か
ら
Ａ
領
域
の
中
心
に
向
か
っ
て
延

び
て
い
る
の
が
判
る
。 

鋳
造
作
業
に
お
い
て
は
、
製
品
に

な
ら
な
い
押
湯
や
湯
口
の
部
分
が
か

な
ら
ず
溶
解
量
の
半
分
ほ
ど
ス
ク
ラ

ッ
プ
と
し
て
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
は
、
当
然
以
降
の
溶
解

に
再
使
用
さ
れ
る
。
だ
か
ら
図
10
の
よ
う
に
、
主
た
る
溶
解
原
料
が
Ａ

領
域
に
あ
っ
て
も
、A

-2
6

の
よ
う
な
ス
ク
ラ
ッ
プ
が
混
入
す
る
と
、
そ

の
影
響
は
親
・
子
・
孫
と
続
き
、A

-2
6

か
ら
Ａ
領
域
の
中
心
に
向
か
う

線
上
の
組
成
の
製
品
を
生
み
続
け
る
の
で
あ
る
。 

な
お
、
銅
剣
の
鉛
同
位
体
比
分
布
の
右
翼
の
先
端
に
あ
る
資
料
番
号

D
-3

5

の
場
合
も
同
じ
原
理
で
Ａ
領
域
の
中
心
に
向
か
う
線
上
に
親
・

子
・
孫
の
組
成
を
生
み
出
し
て
い
る
。D

-3
5

の
組
成
に
極
め
て
近
い
青

銅
器
が
、
戦
国
斉
の
刀
幣
や
戦
国
燕
の
字
刀
に
あ
る
。
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
経
路
に
つ
い
て
は

A
-2

6

の
場
合
と
同
様
に
楽
毅
に
よ
る
も
の

と
想
定
し
て
い
る
の
で
、
次
項
で
ふ
れ
る
。 

  

５ 

弥
生
初
期
青
銅
器
の
原
料
由
来 

 

既
に
、
筆
者
は
弥
生
初
期
の
青
銅
器
原
料
に
つ
い
て
、
燕
の
将
軍
・

楽
毅
が
斉
の
都
臨
澑
を
陥
と
し
た
際
に
、
斉
の
宝
物
で
あ
る
青
銅
器
を

根
こ
そ
ぎ
奪
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
筆
者

の
想
像
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
論
文
「
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
た
弥
生

期
の
実
年
代
に
関
す
る
一
試
論
」
『
考
古
学
雑
誌
』
（
新
井
二
〇
〇
七
）

に
お
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
同
論

文
は
本
誌
『
季
刊
邪
馬
台
国
』
一
二
三
号
（
二
〇
一
四
）
に
既
に
転
載

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
、
そ
の
骨
子
の
み
を
表
３
と
表
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４
に
要
約
し
て
示
す
。 

表
３
は
、
古
代
中
国
に
お
け
る
時
代
区
分
と
鉛
同
位
体
比
の
関
係
、

表
４
は
弥
生
時
代
の
青
銅
器
種
別
と
鉛
同
位
体
比
の
関
係
を
示
す
が
、

鉛
同
位
体
比
は
簡
素
化
の
た
め
、「
区
分
」
で
ま
と
め
て
示
す
。
Ｂ
領
域

の
鉛
同
位
体
比
を
示
す
の
は
、
古
墳
時
代
か
ら
で
あ
り
弥
生
時
代
ま
で

を
対
象
に
し
て
い
る
限
り
、
Ｂ
領
域
の
鉛
は
現
れ
な
い
の
で
、
マ
ク
ロ

な
議
論
で
は
こ
れ
で
十
分
で
あ
る
。 

表
３
を
見
る
と
、
古
代
中
国
（
漢
代
以
前
）
の
青
銅
器
の
大
部
分
（
約

四
十
％
）
が
、
Ｄ
ラ
イ
ン
の
左
下
側
部
分
、
区
分Ⅰ

・Ⅱ

・Ⅲ

に
分
布
し

て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
を
西
周
以
前
（
前
七
七
一
年
以
前
）
に
限
定
す

れ
ば
過
半
数
（
五
十
四
％
）
が
Ｄ
ラ
イ
ン
に
載
っ
て
い
る
。
い
わ
ば

古
代
中
国
の
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
は
大
部
分
が
Ｄ
ラ
イ
ン
に
載

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
春
秋
・
戦
国
期
に
入
る
と
、
Ｄ
ラ
イ
ン
に
載
る
青
銅

器
が
激
減
す
る
。
区
分Ⅰ

・Ⅱ

に
限
定
す
る
な
ら
西
周
以
前
（
前
七

七
一
年
以
前
）
に
は
、
四
十
四
％
（
六
六
六
件
中
二
九
四
件
）
も
あ

っ
た
の
が
、
春
秋
か
ら
漢
（
前
七
七
〇
年
か
ら
後
二
二
〇
年
）
の
期

間
に
は
、
三
五
四
件
中
に
戦
国
の
燕
国
字
刀
（
前
三
世
紀
頃
）
の
二

件
の
み
で
、
そ
の
他
で
は
皆
無
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国

で
は
西
周
時
代
ま
で
ご
く
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
原
料
が
春
秋
以

降
に
な
る
と
、
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

そ
の
一
方
で
表
４
に
示
し
た
よ
う
に
、
前
三
世
紀
頃
に
な
る
と
、

戦
国
燕
や
朝
鮮
半
島
、
日
本
の
青
銅
器
に
区
分Ⅰ

・Ⅱ

が
突
如
と
し

て
復
活
し
、
紀
元
前
後
に
な
る
と
再
び
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。 こ

の
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
五
〇
〇
年
以
上
も
途
絶
え
て
い

た
Ｄ
ラ
イ
ン
の
青
銅
器
原
料
が
、
東
ア
ジ
ア
の
周
辺
地
帯
で
劇
的

に
復
活
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
西
周
以
前
の
青
銅



 13 

器
が
何
ら
か
の
理
由
、
例
え
ば
、
戦
利
品
あ
る
い
は
略
奪
品
と
し
て
、

周
辺
地
域
で
再
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
中
国
史
書
を
調
べ
る
と
、
注
目
す
べ
き
記
述

が
あ
る
。 

す
な
わ
ち
『
史
記
』「
楽
毅
列
伝
」
に
は
、
燕
の
昭
王
二
十
八
年
（
前

二
八
四
年
）
燕
国
の
将
軍
・
楽
毅
が
斉
の
首
都
臨
澑
を
陥
と
し
、
斉
の

宝
物
類
を
根
こ
そ
ぎ
奪
っ
て
昭
王
の
も
と
に
送
り
届
け
た
こ
と
を
「
楽

毅
攻
入
臨
葘
、
盡
取
齊
寶
財
物
祭
器
輸
之
燕
」
と
伝
え
て
い
る
。
ま
た

同
じ
く
『
史
記
』
の
「
田
敬
仲
完
世
家
」
に
も
、
莒
に
逃
れ
た
斉
の
湣

王
を
救
援
に
き
た
楚
の
淖
歯
が
、
逆
に
湣
王
を
殺
し
た
際
に
、
燕
の
将

（
楽
毅
）
と
宝
物
を
山
分
け
に
し
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

そ
の
前
々
年
（
前
二
八
六
年
）
に
安
徽
省
・
河
南
省
に
あ
っ
た
宋
を
滅

ぼ
し
併
合
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
時
の
戦
利
品
も
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て

い
た
に
違
い
な
い
。 

筆
者
は
既
に
、
図
３
で
殷
墟
の
青
銅
器
遺
物
の
ほ
と
ん
ど
が
Ｄ
ラ
イ

ン
に
載
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
日
本
の
例
か
ら
見
て
も
、
宝
財
物

器
に
は
伝
世
の
古
い
青
銅
器
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に

想
像
で
き
る
。
楽
毅
の
時
代
、
最
良
の
利
器
は
鉄
で
は
な
く
青
銅
器
で

あ
っ
た
。
し
か
も
燕
国
は
銅
資
源
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
、
臨
澑

を
陥
と
し
た
時
、
青
銅
器
類
を
根
こ
そ
ぎ
奪
っ
て
昭
王
の
も
と
に
届
け

た
と
考
え
る
の
は
十
分
に
可
能
性
が
あ
る
。 

そ
の
証
左
と
も
云
う
べ
き
こ
と
が
Ｄ
ラ
イ
ン
に
載
る
燕
国
字
刀
の

二
件
で
あ
る
。
十
件
分
析
し
た
内
の
二
件
で
は
あ
る
が
、
貨
幣
の
鋳
造

に
再
利
用
し
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
。 

更
に
は
、
朝
鮮
半
島
や
日
本
に
Ｄ
ラ
イ
ン
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
原
料
が
一

時
的
に
も
た
ら
さ
れ
、
間
も
な
く
終
焉
し
た
と
見
れ
ば
、
表
２
の
状
況

も
良
く
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

同
様
な
意
味
で
、
荒
神
谷
の
銅
剣
に
見
ら
れ
た
特
異
な
組
成

D
-3

5

と
同
一
な
組
成
の
貨
幣
が
戦
国
斉
の
刀
幣
や
戦
国
燕
の
字
刀
に
認
め
ら

れ
る
の
も
、
楽
毅
が
斉
の
宝
物
を
奪
っ
た
事
件
と
関
連
し
て
理
解
出
来

る
で
あ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
楽
毅
に
つ
い
て
書
い
た
論
文
（
新
井
二
〇
〇
七
）

の
主
目
的
は
、
鉛
同
位
体
比
の
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
弥
生
時
代
の
年

代
論
争
に
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。 

周
知
の
よ
う
に
歴
史
民
族
博
物
館
が
土
器
に
付
着
し
た
炭
化
物
の

炭
素
十
四
を
測
定
し
て
、「
弥
生
時
代
五
〇
〇
年
遡
上
論
」
を
展
開
し
て

い
た
。
筆
者
は
放
射
線
物
理
を
専
攻
し
た
者
と
し
て
、
そ
の
問
題
点
を

主
張
し
続
け
て
い
た
が
、
鉛
同
位
体
比
の
研
究
か
ら
も
、
同
様
な
結
論

を
提
示
し
た
。 

す
な
わ
ち
、
弥
生
時
代
初
期
の
青
銅
器
に
楽
毅
が
斉
で
奪
っ
た
古
青

銅
器
を
再
利
用
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
回
り
回
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
る
の
は
前
二
五
〇
年
以
降
に
な
る
。
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
歴
博
が
弥

生
時
代
の
前
期
と
中
期
の
境
界
を
前
三
七
〇
年
と
し
て
い
た
説
に
反
論

し
、
前
二
五
〇
年
説
を
唱
え
た
。
こ
の
説
に
対
し
て
、
歴
博
か
ら
の
反

論
は
な
い
が
、
従
来
年
代
観
を
守
る
立
場
の
研
究
者
か
ら
は
、
前
二
〇

〇
年
以
降
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 
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な
お
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
で

は
銅
鐸
の
主
成
分
で
あ
る
錫

や
鉛
の
組
成
と
鉛
同
位
体
比

の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
触

れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ

ら
の
元
素
は
不
純
物
で
は
な

く
、「
合
金
成
分
」
な
の
で
、
そ

の
添
加
量
は
、
主
と
し
て
青
銅

器
の
用
途
で
決
ま
る
。
加
茂
岩

倉
遺
跡
の
銅
鐸
に
関
し
て
は
、

錫
も
鉛
も
分
析
さ
れ
て
い
て

（
斎
藤
二
〇
一
六
）
、
貴
重
な

資
料
な
の
で
、
鉛
同
位
体
比
と

の
関
係
を
表
５
に
示
す
。
鉛
同

位
体
比
と
よ
く
連
携
し
て
い

た
ヒ
素
や
ア
ン
チ
モ
ン
と
異

な
り
、
錫
や
鉛
は
鉛
同
位
体
と

は
無
関
係
と
な
っ
て
い
る
。 

 

６ 

加
茂
岩
倉
遺
跡
の
銅
鐸
と
同
笵
銅
鐸 

 

青
銅
鏡
に
同
笵
鏡
あ
る
い
は
同
型
鏡
が
あ
る
よ
う
に
、
銅
鐸
に
も
同

笵
銅
鐸
が
あ
る
。
特
に
初
期
の
銅
鐸
は
、
石
笵
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て

い
た
の
で
、
同
笵
銅
鐸
を
製
作
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
難
波
洋
三

に
よ
れ
ば
三
二
組
八
六
個
の
同
笵
銅
鐸
が
あ
る
と
云
う
。 

加
茂
岩
倉
遺
跡
か
ら
は
比
較
的
古
式
の
外
縁
付
鈕
１
式
銅
鐸
を
多

く
出
土
し
て
い
る
が
、
雲
南
市
に
よ
れ
ば
、
加
茂
岩
倉
遺
跡
内
に
九
組

一
八
個
の
同
笵
銅
鐸
を
持
ち
、
対
応
す
る
他
地
域
の
銅
鐸
を
加
え
る
と
、

一
五
組
四
〇
個
の
同
笵
銅
鐸
が
あ
る
と
い
う
（
雲
南
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
。 

こ
れ
ら
同
笵
銅
鐸
に
つ
い
て
は
、
加
茂
岩
倉
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
に

も
鉛
同
位
体
比
が
判
明
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
表
６
に
同
笵
銅
鐸
間

の
関
係
を
整
理
し
て
示
す
。
な
お
、
隣
接
す
る
荒
神
谷
遺
跡
に
外
縁
付

鈕
式
銅
鐸
が
あ
る
が
、
高
さ
が
加
茂
岩
倉
の
三
〇
～
四
五
㌢
に
較
べ
二
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〇
㌢
と
小
型
な
の
で
同
笵
は
な
い
。 

そ
の
結
果
、
同
笵
関
係
に
あ
る
銅
鐸
は
全
て
鉛
同
位
体
比
が
近
い
関

係
に
あ
り
、
外
縁
付
鈕
１
式
銅
鐸
の
場
合
は
例
外
な
く
Ｄ
ラ
イ
ン
の
鉛

同
位
体
比
、
外
縁
付
鈕
２
式
以
降
の
場
合
は
、
全
て
Ａ
領
域
の
鉛
同
位

体
比
と
な
っ
て
お
り
、
Ｄ
ラ
イ
ン
の
原
料
に
較
べ
Ａ
領
域
の
原
料
は
後

に
入
っ
て
来
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
加
え
、
表
４
の
遺

跡
遺
物
別
の
鉛
同
位
体
比
分
布
の
情
報
を
検
討
す
る
と
、
主
要
な
遺
跡

遺
物
の
年
代
順
を
次
の
よ
う
に
想
定
で
き
る
。 

須
玖
岡
本
遺
跡
（
銅
矛
）
→
荒
神
谷
遺
跡
（
銅
鐸
）≒

加
茂
岩
倉

遺
跡
（
銅
鐸
）
→
兵
庫
桜
ヶ
丘
遺
跡
（
銅
戈
）
→
荒
神
谷
遺
跡
（
銅

矛
）
→
兵
庫
桜
ヶ
丘
遺
跡
（
銅
鐸
）
→
荒
神
谷
遺
跡
（
銅
剣
） 

 

こ
れ
に
よ
り
、
青
銅
器
原
料
の
導
入
経
路
は
、
朝
鮮
半
島
→
北
九

州
→
出
雲
→
近
畿
の
順
と
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。 

 

な
お
、
研
究
史
的
に
は
、
邪
馬
台
国
大
和
説
と
の
関
係
で
、
銅
鐸

原
料
に
輸
入
青
銅
器
を
鋳
潰
し
て
使
用
し
た
と
の
説
も
あ
る
が
、
同

意
し
な
い
。
輸
入
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
使
用
時
期
の
差
な
の
で
あ
る
。 

 

 
 

７ 

お
わ
り
に 

 

神
話
の
国
「
出
雲
」
は
い
ま
や
考
古
学
の
国
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ロ

マ
ン
溢
れ
る
国
で
あ
る
。
そ
の
特
集
に
原
稿
を
載
せ
る
に
あ
た
り
、
実

は
宮
城
谷
昌
光
の
「
楽
毅
」
の
こ
と
も
書
き
た
か
っ
た
。 

し
か
し
、
考
古
学
界
に
残
存
し
て
い
る
「
誤
っ
た
定
説
」
を
修
正
す

る
だ
け
で
も
手
一
杯
で
、
と
て
も
紙
面
に
余
裕
は
な
い
。 

た
だ
、
最
後
に
一
言
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
日
本
の
考
古
学

に
固
有
名
詞
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
人
物
は
お
そ
ら
く
「
楽
毅
」
に

な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伝
説
上
の
人
物
か
も
知
れ
な
い
「
徐

福
」
よ
り
も
時
代
が
遡
る
。 
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