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本
書
は
、
一
九
八
六
年
五
月
に
出
版
さ
れ
て
以
来
、
お
か
げ
さ
ま
で
、
順
調
に
版
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
前
か
ら
品
切
れ
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
、
新
装
版
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
訳
文
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
既
に
二
〇
年
近
く
経
っ
て
い
る
た
め
も
あ
っ
て
、
少
々
気

に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
ち
こ
ち
に
見
つ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
細
か
い
直
し
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
少
々
時
代

遅
れ
に
な
っ
た
訳
者
後
記
も
、
全
面
的
に
改
稿
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
機
会
を
借
り
て
、
日
本

の
科
学
者
た
ち
が
、
臨
死
体
験
と
い
う
遍
く
知
ら
れ
た
現
象
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
を
振
り
返
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

臨
死
体
験
と
い
う
現
象
と
日
本

　

わ
が
国
の
読
者
に
臨
死
体
験
が
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
ム
ー
デ
ィ
の
最
初
の
著
書
『
か
い

ま
み
た
死
後
の
世
界
』
が
、
一
九
七
七
年
に
評
論
社
か
ら
翻
訳
出
版
さ
れ
た
時
で
し
た
（
正
確
に
は
、『
リ
ー
ダ
ー

ズ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』
誌
日
本
版
に
そ
の
原
著
の
要
約
が
掲
載
さ
れ
た
の
が
最
初
で
す
）。
当
時
、
ハ
ワ
イ
大
学
に
在
籍
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し
て
い
た
（
現
在
は
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
教
授
）
カ
ー
ル
・
ベ
ッ
カ
ー
（
別
華
薫
）
氏
が
、
本

書
「
日
本
版
序
文
」
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
人
に
は
、
こ
の
種
の
体
験
に
昔
か
ら
な
じ
み
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
通
俗
的
な
逸
話
と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
の
も
の
と
し
て
こ
の
体
験
が
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、『
か

い
ま
み
た
死
後
の
世
界
』
が
最
初
だ
っ
た
の
で
す
。
超
心
理
学
と
い
う
分
野
で
は
、
も
っ
と
前
か
ら
同
種
の
体
験

が
研
究
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
す
が
、
ご
く
一
部
の
専
門
家
を
除
け
ば
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
全
く
知
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
ム
ー
デ
ィ
の
原
著
は
一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
今
年
で
ち
ょ
う
ど
三
〇
年
経
っ

た
と
こ
ろ
で
す
。

　

臨
死
体
験
の
研
究
報
告
が
最
初
に
医
学
雑
誌
に
載
っ
た
の
は
、
本
書
の
著
者
マ
イ
ク
ル
・
セ
イ
ボ
ム
に
よ
る
も

の
が
最
初
で
し
た
。
そ
れ
は
、
本
書
の
冒
頭
に
登
場
す
る
サ
ラ
・
ク
ル
ー
ジ
ガ
ー
と
の
共
著
論
文
で
、
一
九
七
七

年
九
月
に
『
フ
ロ
リ
ダ
医
師
会
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
一
二
〇
件
を

越
え
る
論
文
が
、
医
学
や
心
理
学
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
救
急
医
療
や
精
神
医
学
関
係
の
専
門
誌
に
も

た
く
さ
ん
載
っ
て
い
ま
す
が
、
最
も
多
い
の
は
、『
ラ
ン
セ
ッ
ト Lancet

』
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
一
流
医
学
雑
誌

で
す
。
ま
た
、
こ
の
雑
誌
に
は
、
本
書
で
追
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
二
元
論
的
な
立
場
で
書
か
れ
た
論
文
も
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
（
一
般
の
科
学
者
は
、
心
は
脳
の
活
動
の
結
果
と
し
て
作
ら
れ
る
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
心
は
脳
か
ら

独
立
し
て
い
る
と
考
え
る
二
元
論
的
な
立
場
の
論
文
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、『
ア
メ
リ
カ
医
師
会
誌
［
註
１
］
』
や
『
ア
メ
リ
カ
精

神
医
学
雑
誌
』
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
く
つ
か
の
一
流
医
学
雑
誌
に
も
載
っ
て
い
ま
す
）。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
医
学
者

や
科
学
者
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
し
ょ
う
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、後
に
国
際
臨
死
研
究
学
会
の
母
胎
と
な
る
学
術
団
体
が
、一
九
七
七
年
一
一
月
に
、ム
ー
デ
ィ

↑
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や
セ
イ
ボ
ム
ら
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
既
に
こ
の
時
点
で
、医
療
関
係
者
を
中
心
と
す
る
専
門
家
た
ち
が
、

臨
死
体
験
の
組
織
的
研
究
に
取
り
組
み
始
め
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
一
九
八
一
年
に
は
、
臨
死
体
験
の
専
門
雑

誌
（Anabiosis 

＝
現
在
のJournal of N

ear-D
eath Studies

）
が
、
国
際
臨
死
研
究
学
会
か
ら
創
刊
さ
れ
て
い
ま
す
。

編
集
委
員
に
は
、
ム
ー
デ
ィ
や
ベ
ッ
カ
ー
氏
ら
と
と
も
に
、
セ
イ
ボ
ム
も
そ
の
名
を
連
ね
て
い
ま
す
［
註
２
］

。
そ
の
後
、

こ
の
方
面
の
研
究
は
、
大
き
く
発
展
を
遂
げ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
間
、
わ
が
国
の
、
特
に

医
療
関
係
の
専
門
家
た
ち
は
ど
う
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

本
訳
書
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
に
も
、
臨
死
体
験
や
そ
の
近
縁
現
象
を
扱
っ
た
翻
訳
書
は
、
ム
ー
デ
ィ
の
著
書
の

他
に
も
何
点
か
出
版
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ン
ド
の
臨
終
時
体
験
を
比

較
し
た
超
心
理
学
者
カ
ー
リ
ス
・
オ
シ
ス
ら
の『
人
間
が
死
ぬ
時
』（
た
ま
出
版
、一
九
七
九
年
刊
。後
に
原
著
第
２
版
が
、

日
本
教
文
社
よ
り
『
人
は
死
ぬ
時
何
を
見
る
の
か
』
と
い
う
邦
題
で
刊
行
さ
れ
た
）、
国
際
臨
死
研
究
学
会
初
代
会
長

―
―
―
―

註
１　
『
ア
メ
リ
カ
医
師
会
誌
』（
一
九
七
九
年
、
二
四
二
巻
、
二
六
五
―
二
六
七
ペ
ー
ジ
）
に
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学

精
神
科
の
イ
ア
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
ら
の
「
臨
死
体
験
―
―
死
後
生
存
問
題
と
の
関
連
」
と
い
う
論
文
す
ら
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
の
雑
誌
は
、『
日
本
医
師
会
誌
』
な
ど
の
内
輪
の
雑
誌
と
違
っ
て
、
一
流
の
医
学
雑
誌
で
す
。

註
２　

本
書
の
著
者
マ
イ
ク
ル
・
セ
イ
ボ
ム
は
、
心
臓
病
専
門
医
と
し
て
、
現
在
、
ア
ト
ラ
ン
タ
市
内
で
開
業
し
つ
つ
、

ふ
た
つ
の
病
院
で
非
常
勤
の
医
師
を
務
め
て
い
ま
す
。
臨
死
体
験
の
研
究
は
そ
の
後
も
続
け
て
お
り
、
一
九
九
八
年

に
は
、
第
二
作
と
し
て
『
光
と
死 Light &

 D
eath: O

ne D
octor's Fascinating Account of N

ear-D
eath Experience

』

を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
著
書
も
、
本
書
と
同
じ
日
本
教
文
社
か
ら
翻
訳
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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の
心
理
学
者
ケ
ネ
ス
・
リ
ン
グ
の
『
い
ま
わ
の
き
わ
に
見
る
死
の
世
界
』（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
刊
）、
世
論
調

査
で
有
名
な
ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
の
『
死
後
の
世
界
』（
三
笠
書
房
、一
九
八
五
年
刊
）
が
あ
り
ま
す
。
本
書
は
、

そ
れ
ら
に
続
い
て
、
一
九
八
六
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
も
な
く
、
朝
日
新
聞
書
評
欄
に
、
生
物
学
者
・

長
野
敬
氏
に
よ
る
書
評
が
載
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
一
般
読
者
ば
か
り
で
な
く
、
一
部
の
医
療
関
係
者
や
科
学
者

に
も
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
の
段
階
で
は
、
こ
の
現
象
に
対
す
る
関
心
は
個
人
的

レ
ベ
ル
に
留
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
展
開
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
後
、一
九
九
一
年
三
月
に
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
（
総
合
お
よ
び
教
育
）
で
臨
死
体
験
が
連
続
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

番
組
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
番
組
で
案
内
役
を
務
め
た
評
論
家
の
立
花
隆
氏
が
、『
文

藝
春
秋
』
誌
で
こ
の
現
象
に
関
す
る
連
載
を
始
め
た
こ
と
で
、
臨
死
体
験
の
存
在
は
一
挙
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
新
聞
各
紙
が
、〝
死
後
の
世
界
〟
と
の
関
連
で
特
集
記
事
（
た
と
え
ば
、
読
売
新
聞
＝

九
〇
年
六
月
一
二
日
、
産
経
新
聞
＝
九
〇
年
七
月
一
〇
日
夕
刊
、
日
本
経
済
新
聞
＝
九
〇
年
八
月
八
日
夕
刊
、
朝
日
新
聞

＝
九
一
年
九
月
二
一
日
夕
刊
、
毎
日
新
聞
＝
九
一
年
一
一
月
二
日
）
を
組
み
、
映
画
や
漫
画
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
大
学
祭
の
医
学
部
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
東
京
大
学
医
学
部
五
月
祭
＝
九
二

年
五
月
二
三
日
）
も
企
画
さ
れ
、
臨
死
体
験
を
扱
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
著
書
が
続
々
と
翻
訳
出
版
さ
れ
る
と
い
う
、

一
種
の
臨
死
体
験
ブ
ー
ム
が
到
来
し
ま
し
た
。

　

そ
の
前
後
の
専
門
家
の
動
き
と
し
て
は
、
ま
ず
一
九
九
一
年
に
、
愛
媛
大
学
教
育
学
部
の
社
会
心
理
学
者
・
中

村
雅
彦
氏
が
、
超
心
理
学
の
視
点
か
ら
、『
臨
死
体
験
の
世
界
』（
二
見
書
房
）
と
い
う
著
書
を
出
版
し
て
い
ま
す
。

そ
の
翌
年
に
は
、
京
都
の
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
、
著
名
な
哲
学
者
や
心
理
学
者
や
精
神
科
医
が
、
そ
れ
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ぞ
れ
の
立
場
か
ら
臨
死
体
験
に
つ
い
て
講
演
し
ま
し
た
。
そ
の
記
録
は
、『
人
間
終
末
の
風
景
』（
一
九
九
三
年
、

大
阪
書
籍
刊
）
と
い
う
本
に
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
の
年
に
は
、
ベ
ッ
カ
ー
氏
も
、
や
は
り
超
心
理
学

的
な
視
点
で
書
い
た
『
死
の
体
験
―
―
臨
死
現
象
の
探
究
』（
法
蔵
館
）
と
い
う
著
書
を
出
し
て
い
ま
す
。

わ
が
国
の
臨
死
体
験
研
究
の
現
状

　

し
か
し
、
ま
こ
と
に
残
念
な
が
ら
、
そ
の
あ
た
り
が
限
界
で
し
た
。
わ
が
国
で
は
、
臨
死
体
験
と
い
う
現
象
に

対
し
て
、
通
俗
的
か
つ
一
時
的
な
熱
狂
の
み
に
ほ
ぼ
終
始
し
、
そ
れ
も
次
第
に
鎮
静
化
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
結
局
、
科
学
的
、
組
織
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ご
く
少
数
の
例
外
は
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
東
京
の
杏
林
大
学
病
院
で
、
昏
睡
状
態
に
陥
っ

た
、あ
る
い
は
昏
睡
状
態
に
陥
っ
て
同
病
院
に
入
院
し
て
き
た
三
八
名
の
患
者
を
対
象
に
行
な
わ
れ
た
調
査
で
す
。

そ
の
結
果
、
一
四
名
（
三
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
臨
死
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
調
査
は
、

小
規
模
で
す
が
、
対
象
を
無
作
為
に
選
択
し
た
前
向
き
研
究
で
あ
る
だ
け
に
重
要
で
す
。
こ
の
研
究
は
、
後
に
、

同
大
学
医
学
部
高
齢
医
学
科
の
山
村
尚
子
氏
に
よ
り
、『
日
本
老
年
医
学
会
雑
誌
』（
一
九
九
八
年
、
第
三
五
巻
二
号
）

に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
（
な
お
、
こ
の
研
究
は
、
同
氏
の
博
士
論
文
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
種
の
研
究
で
博
士
号

を
取
得
し
た
の
は
、
わ
が
国
で
は
同
氏
が
初
め
て
で
し
ょ
う
）。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、『
臨
床
精
神
医
学
』
誌
（
一
九
九
六
年
、
第
二
五
巻
一
一
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
、
ホ
ス
ピ
ス
で

有
名
な
浜
松
の
聖
隷
三
方
原
病
院
の
森
田
達
也
氏
ら
に
よ
る
研
究
で
す
。
こ
れ
は
、
終
末
期
の
譫せ
ん
も
う妄
状
態
の
中
で
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見
ら
れ
る
〝
幻
覚
〟
を
、
緩
和
医
療
の
視
点
か
ら
肯
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
す
。
従
来
は
異
常
な
症

状
と
し
て
却
下
さ
れ
て
き
た
〝
幻
覚
〟
を
、
臨
死
体
験
と
の
関
連
で
見
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
こ
れ
ま
で
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
点
で
、
こ
の
研
究
は
貴
重
な
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

学
会
で
の
口
頭
発
表
が
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ
た
研
究
も
、
ベ
ッ
カ
ー
氏
や
先
の
山
村
氏
に
よ
る
も
の
を
は
じ
め

と
し
て
、
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
（
日
本
の
医
学
関
係
雑
誌
の
抄
録
集
で
あ
る
『
医
学
中
央
雑
誌
』
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ

れ
た
臨
死
体
験
関
係
の
論
文
や
記
事
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
検
索
で
き
る
一
九
八
三
年
以
降
で
は
、
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
全

部
で
二
三
件
あ
り
ま
す
）。
た
だ
し
、
残
念
な
が
ら
評
論
的
な
も
の
が
多
く
、
調
査
研
究
的
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
ま
せ
ん
。
興
味
深
い
の
は
、
事
実
上
す
べ
て
が
〝
応
用
〟
を
謳
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
の
山
村
氏
の
論

文
は
「
終
末
医
療
に
お
け
る
意
義
の
検
討
」
と
な
っ
て
い
ま
す
し
、
森
田
氏
の
論
文
は
「
緩
和
ケ
ア
の
視
点
か
ら

み
た
一
考
察
」、
ベ
ッ
カ
ー
氏
の
論
文
は
「
臨
床
的
応
用
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
、
わ
が
国
の
臨
死

体
験
研
究
の
現
状
で
あ
り
、
わ
が
国
の
科
学
の
実
態
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
応
用
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
実
際
の
医
療
に
役
立
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
も
の
ご
と
の
本
質
を
追
究
し
た
い
と
い
う
願
望
が

人
間
の
心
に
潜
ん
で
い
る
の
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
し
ょ
う
。
応
用
と
は
無
関
係
に
、「
た
だ
知
り
た
い
か

ら
調
べ
た
い
」
と
い
う
願
い
が
、
科
学
の
出
発
点
に
な
る
わ
け
で
す
。

　

著
名
な
神
経
学
者
で
あ
っ
た
故
豊
倉
康
夫
氏
は
、
自
ら
の
体
験
を
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
精
神
医
学
専
門
誌
で

あ
る
『
精
神
医
学
』（
一
九
九
一
年
、
第
三
三
巻
六
号
お
よ
び
一
〇
号
）
に
、
二
回
に
わ
た
っ
て
発
表
し
て
い
ま
す
。

豊
倉
氏
は
、「
若
い
と
き
か
ら
『
脳
と
心
』
の
謎
に
つ
い
て
苦
悩
に
満
ち
た
葛
藤
の
中
で
考
え
あ
ぐ
ね
て
過
ご
し
」
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て
こ
ら
れ
た
そ
う
で
す
（
私
信
、
二
〇
〇
二
年
三
月
一
日
付
）。
こ
の
体
験
報
告
は
、
科
学
的
探
究
と
い
う
脈
絡
で

書
か
れ
て
い
る
た
め
、
応
用
を
目
的
に
し
た
、
わ
が
国
の
他
の
報
告
と
は
少
々
異
な
っ
て
い
ま
す
。

　

欧
米
の
研
究
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
治
療
に
役
立
た
せ
る
た
め
の
も
の
が
多
い
の
は
事
実
で
す
が
、
こ
の

体
験
の
原
因
を
科
学
的
な
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
る
研
究
も
、
決
し
て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
本
書
の

第
一
〇
章
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
脳
内
の
現
象
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
論
争
は
、
医
学
雑
誌
の
誌
上
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
点
も
、
わ
が
国
の
現
状
と

は
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
心
が
脳
か
ら
離
れ
て
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に

す
る
目
的
で
臨
死
体
験
の
研
究
を
進
め
て
い
る
研
究
者
は
、欧
米
で
も
、か
つ
て
の
ア
メ
リ
カ
心
霊
研
究
協
会
（
Ａ

Ｓ
Ｐ
Ｒ
）
お
よ
び
心
霊
研
究
財
団
（
ｐ
Ｒ
Ｆ
）
の
研
究
グ
ル
ー
プ
や
、
現
在
で
も
活
動
を
続
け
て
い
る
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
大
学
精
神
科
（
人
格
研
究
室
）
の
グ
ル
ー
プ
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の
が
実
情
で
す
。
そ
の
点
で
、
本

書
は
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
著
書
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

日
本
と
い
う
国
と
科
学
者
の
姿
勢

　

わ
が
国
は
、
一
三
〇
〇
年
以
上
の
昔
か
ら
、
今
な
お
実
用
に
耐
え
る
巨
大
な
木
造
建
築
を
造
り
、
一
二
五
〇
年

前
に
は
世
界
最
大
の
大
仏
像
を
鋳
造
し
、
江
戸
時
代
以
前
か
ら
、
遠
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
で
廉
価
で
良
質
の
銅
を

輸
出
し
て
い
た
ほ
ど
の
、
世
界
に
冠
た
る
技
術
大
国
で
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
伝
統
は
今
な
お
続
い
て
い
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
は
科
学
の
国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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と
は
い
え
、
明
治
以
前
に
も
、
科
学
者
と
呼
ぶ
べ
き
人
物
が
ひ
と
り
も
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

科
学
者
と
は
、
科
学
的
方
法
―
―
つ
ま
り
、
主
と
し
て
実
験
と
観
察
―
―
を
使
っ
て
、
宇
宙
の
森
羅
万
象
に
関
す

る
真
理
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
い
て
も
、
研
究
は
個
人

の
関
心
の
枠
内
で
終
始
し
て
し
ま
い
、
組
織
的
な
形
で
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、

科
学
の
伝
統
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
伝
統
が
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
問
題
な
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
必
要
な
ら
、
こ
れ
か
ら
伝
統
を
作
っ
て
行
け
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
問
題
は
、
そ
れ
を
実
現
し

よ
う
と
す
る
意
志
が
、
明
治
以
降
の
わ
が
国
の
科
学
者
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
現
在
の
科
学
者
に
あ
る
か

ど
う
か
で
す
。

　

明
治
に
な
っ
て
、
欧
米
の
哲
学
や
科
学
や
技
術
が
、
わ
が
国
に
本
格
的
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
科
学
分
野
と
し

て
は
、
物
理
学
や
化
学
な
ど
、
応
用
性
の
高
い
も
の
や
技
術
的
色
彩
の
濃
い
も
の
は
、
わ
が
国
に
も
迅
速
か
つ
完

全
に
定
着
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
明
治
初
年
の
東
京
大
学
に
動
物
学
講
座
を
作
っ
た
、
大
森
貝
塚
の
発
見
者
と
し

て
も
名
高
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
ー
ス
が
、
驚
嘆
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
通
り
で
す
。

　

西
洋
医
学
も
、
そ
も
そ
も
実
用
的
、
技
術
的
側
面
が
大
き
い
た
め
、
そ
れ
な
り
に
定
着
、
発
展
し
ま
し
た
が
、

同
じ
医
学
で
も
、
精
神
医
学
の
よ
う
に
、
暗
黙
の
う
ち
に
技
術
が
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
分

野
で
は
、
少
々
事
情
が
違
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
英
語
圏
の
医
学
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
、
わ
が
国
の
精
神
科

医
に
よ
る
論
文
が
、
他
科
の
論
文
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
少
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
わ
か
り
ま
す
（
未
だ
に
英
米
が

世
界
の
医
学
研
究
の
覇
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
理
不
尽
な
こ
と
と
は
い
え
、
動
か
し
難
い
事
実
な
の
で
、
こ

れ
が
と
り
あ
え
ず
の
指
標
に
な
る
わ
け
で
す
）。

↑
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結
局
、
わ
が
国
で
開
発
さ
れ
た
精
神
医
学
方
面
の
技
術
と
し
て
は
、
分
裂
病
治
療
の
た
め
に
考
案
さ
れ
た
生
活

臨
床
や
、
神
経
症
の
自
己
治
療
体
験
か
ら
編
み
出
さ
れ
た
森
田
療
法
や
、
宗
教
的
な
修
行
法
か
ら
生
ま
れ
た
内
観

療
法
な
ど
が
、
そ
の
数
少
な
い
例
外
に
な
る
わ
け
で
す
（
た
だ
し
、
内
観
療
法
を
形
作
っ
た
の
は
、
専
門
家
で
は
な

く
一
般
人
で
す
）。
そ
の
中
で
、
実
践
は
別
と
し
て
海
外
の
専
門
家
に
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
森

田
療
法
だ
け
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
で
通
用
す
る
よ
う
な
普
遍
性
の
高
い
研
究
は
、
特
に
理
論
面
の
研

究
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
［
註
３
］。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
点
に
関
連
し
て
わ
が
国
は
、〝
猿
ま
ね
の
国
〟
な
ど
と
い
う
、
あ
り
が
た
く
な
い
評

価
を
海
外
か
ら
受
け
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
二
重
の
意
味
で
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
つ
は
、
海
外
か
ら

得
た
知
識
や
技
術
を
、
単
に
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
、
日
本
風
に
加
工
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
大

幅
に
違
う
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
単
な
る
ま
ね
を
越
え
た
、
高
度
な
創
造
活
動
で
す
。
も
う

―
―
―
―

註
３　

わ
が
国
の
精
神
医
学
で
唯
一
と
も
言
え
る
例
外
は
、
小
坂
英
世
に
よ
る
治
療
技
法
お
よ
び
治
療
理
論
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
技
法
は
、
海
外
ど
こ
ろ
か
、
わ
が
国
で
も
ほ
ぼ
完
全
に
無
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙

著
『
幸
福
否
定
の
構
造
』（
笠
原
、二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
つ
い
で
な
が
ら
、わ
が
国
で
は
、土
居
健
郎
氏
の
〝
甘

え
〟
概
念
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
概
念
は
、
海
外
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
六
六
年
以
降
に
発
表
さ

れ
た
世
界
中
の
医
学
・
心
理
学
関
係
の
論
文
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
検
索
で
き
る
Ｐ
Ｕ
Ｂ
Ｍ
Ｅ
Ｄ
で
調
べ
る
と
、
甘
え
と
い

う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
論
文
は
一
九
件
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
土
居
氏
を
は
じ
め
と

す
る
日
本
の
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。〝
甘
え
〟
概
念
が
海
外
で
認
知
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
こ
れ
が
日
本
人
の

心
性
を
説
明
す
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、
普
遍
性
に
乏
し
い
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
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ひ
と
つ
は
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
一
部
の
科
学
分
野
が
、
わ
が
国
独
自
の
フ
ィ
ル
タ
ー
の
た
め
に
、
長
い
時
間
を
か

け
て
も
、
外
部
か
ら
入
っ
て
来
に
く
い
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
は
、
西
洋
の
も
の
を
す
べ
て
取
り
入

れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
医
学
方
面
で
典
型
的
な
実
例
と
し
て
は
、
偽
薬
（
プ
ラ
シ
ー
ボ
）
効
果
と
し
て
知

ら
れ
る
現
象
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

　

偽
薬
効
果
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
、
わ
が
国
で
も
、
薬
剤
師
や
検
査
技
師
な
ど
を
除
く
医
療
従
事
者
の
間
で
は
、

ご
く
ふ
つ
う
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
新
薬
の
研
究
に
際
し
て
ば
か
り
か
、
臨
床
の
場
面
で
も
、
日
常
的
に
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
驚
嘆
す
べ
き
効
果
が
絶
え
ず
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
と
は
い
え
、
そ
こ
ま

で
は
、
偽
薬
の
技
術
的
、
応
用
的
な
側
面
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
薬
効
を
持
た
な
い
は
ず
の
偽
薬
に
な
ぜ
効
果
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
根
本
問
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
暗
示
と
い
う
概
念
が
浮
か
び
や
す
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
は
、
単
な
る
暗
示
効
果
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、暗
示
と
い
う
現
象
も
、人
間
の
持
つ
隠
さ
れ
た
能
力
を
探
究
す
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
で
す
（
笠
原
、

一
九
九
五
年
）
が
、
偽
薬
効
果
は
、
い
わ
ゆ
る
被
暗
示
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
本
来
の
薬
効
と
は
逆
の
効
果
が
観
察
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
吐
き
気
の
あ
る
人
に
、「
こ
れ
を
飲
め
ば
吐
き
気
が
止
ま
り
ま
す
」
と
言
っ
て
、

催
吐
剤
（
吐
き
気
を
催
さ
せ
る
薬
）
を
服
用
さ
せ
る
と
、
吐
き
気
が
強
く
な
る
は
ず
の
薬
を
飲
ま
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
吐
き
気
が
治
ま
る
人
が
多
い
と
い
う
結
果
す
ら
得
ら
れ
て
い
ま
す
（W

olf, 1950

）。
つ
ま
り
、
薬
の

化
学
成
分
よ
り
も
言
葉
の
ほ
う
に
反
応
す
る
人
が
多
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
は
、人
間
の
心
が
持
つ
、

計
り
知
れ
な
い
力
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
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そ
の
〝
心
の
力
〟
は
、
暗
示
効
果
と
総
称
さ
れ
る
現
象
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
多
重
人
格
障
害
の
人
格
変
化
に

伴
っ
て
一
瞬
の
う
ち
に
起
こ
る
身
体
的
変
化
な
ど
に
も
、大
き
く
関
与
し
て
い
る
は
ず
で
す
（
笠
原
、一
九
九
九
年
）。

ち
な
み
に
、
多
重
人
格
障
害
は
、
北
米
ば
か
り
で
な
く
、
近
年
、
わ
が
国
で
も
多
発
し
て
い
ま
す
か
ら
、
今
で
は

か
な
り
身
近
な
疾
患
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

偽
薬
効
果
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
は
、
欧
米
で
は
二
千
を
越
え
る
大
量
の
文
献
が
存
在
し
ま
す
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
わ
が
国
で
は
、
偽
薬
効
果
自
体
の
研
究
は
、
事
実
上
全
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
極
端
な
差

は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
方
面
の
研
究
が
わ
が
国
の
科
学
者
に
ほ
ぼ
完
全
に
避

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
三
年
前
に
専
門
家
向
け
に
出
版
し
た
拙
編
書
（
笠
原
、
二
〇
〇
二
年
）
が
、
医
学
や
心

理
学
の
関
係
者
に
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
厳
然
た
る
事
実
を
見
る
と
、
わ
が
国
で
は
、
純
粋
に
科
学
的
な
研
究
は
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
た
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
が
さ
ら
に
強
ま
り
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
超
常
現
象
の
研
究
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
心
の
力
が
関
与
し
て
い
る
現
象
の
科
学
的
研
究
は
、
わ
が
国
で
は
欧
米
よ
り
も
は
る
か
に
避
け
ら
れ

や
す
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問

題
は
、
わ
が
国
で
臨
死
体
験
の
科
学
的
研
究
が
行
な
わ
れ
な
い
理
由
と
も
共
通
し
て
き
ま
す
。
将
来
的
に
は
、
こ

の
き
わ
め
て
重
要
な
側
面
の
研
究
を
す
る
分
野
と
し
て
、
科
学
社
会
学
に
倣
っ
て
、〝
科
学
心
理
学 psychology 

of science

〟
と
い
う
新
分
野
が
作
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

以
上
の
理
由
か
ら
、
私
は
、
一
九
九
一
年
に
次
の
よ
う
な
予
測
を
し
ま
し
た
。
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〔
わ
が
国
で
は
〕
死
後
の
世
界
の
存
在
を
検
証
す
る
死
後
生
存
研
究
と
し
て
の
臨
死
研
究
は
、
今
後
も
ほ
と

ん
ど
関
心
を
持
た
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、〝
死
の
臨
床
〟
な
ど
へ
の
応
用
と
し
て
の
臨
死
研
究
は
、
い
ず
れ
日

本
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
と
し
て
は
、
こ
の
〔
前
半
の
〕
予
測
が
外
れ
る
こ

と
を
祈
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
時
が
経
つ
の
を
待
つ
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
（
笠
原
、
一
九
九
一
年
、
八
ペ
ー

ジ
）。

　

一
四
年
後
の
現
在
、
わ
が
国
の
状
況
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
最
初
か
ら
わ
か
り
き
っ
て
い
た
こ
と
と
は
い
え
、

前
半
の
予
測
が
当
た
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
後
半
の
予
測
の
ほ
う
は
、
ほ
と
ん
ど
当
た
ら
な
か
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
残
念

な
こ
と
で
す
。
応
用
を
前
提
と
し
な
い
研
究
は
別
に
し
て
も
、
臨
死
体
験
の
応
用
的
研
究
が
、
い
ず
れ
、
本
当
の

意
味
で
わ
が
国
に
根
づ
く
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
功
罪
は
と
も
か
く
と
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ

の
選
択
は
科
学
者
に
委
ね
る
以
外
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
が
国
は
、今
後
と
も
技
術
の
国
に
終
始
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

二
〇
〇
五
年　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

笠
原
敏
雄

参
考
文
献
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ソ
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見
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