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百年先を見据えて生きる 
―日鉱金属（株）佐賀関製錬所 

　
冷
夏
も
終
わ
り
、め
っ
き
り
秋
め
い
て

き
た
東
京
を
飛
び
立
ち
、一
時
間
半
、大
分

空
港
に
降
り
立
つ
。 

　
と
ん
で
も
な
い
！
九
月
に
入
っ
た
と
い

う
の
に
三
十
五
度
。
こ
れ
が
連
日
続
く
こ

と
に
な
る
。レ
ン
タ
カ
ー
を
駆
り
、別
府
湾

を
左
に
望
み
な
が
ら
南
下
す
る
。
約
三
十

分
ほ
ど
で
日
出
（
ひ
じ
）
町
に
入
る
。
こ
の

街
は
暘
谷
（
よ
う
こ
く
）
城
を
中
心
に
栄

え
た
城
下
町
。
四
方

を
山
々
に
囲
ま
れ
て

お
り
、
町
の
あ
ち
こ

ち
に
豊
か
な
沸
き
水

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
海

に
張
り
出
し
た
暘
谷

城
の
石
垣
前
の
海
の

中
に
も
湧
き
水
が
あ

り
、豊
富
な
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
を
生
む
と
い
う
。

こ
こ
で
獲
れ
る
の
が
、

か
の
有
名
な
「
城
下
カ
レ
イ
」で
あ
る
。 

　
十
分
ほ
ど
で
別
府
に
入
る
。
わ
が
国
を
代
表
す
る
温
泉
の

町
で
あ
る
。
鶴
見
岳
か
ら
別
府
湾
に
向
か
っ
て
広
が
る
扇
状
地

の
い
た
る
と
こ
ろ
で
湯
煙
が
あ
が
り
、源
泉
の
数
は
約
三
千
。

市
内
に
は
別
府
八
湯
と
呼
ば
れ
る
温
泉
地
が
あ
り
、こ
れ
を

総
称
し
て「
別
府
温
泉
郷
」
と
言
っ
て
い
る
。「
血
の
池
地
獄
」

な
ど
、す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
噴
出
す
る
熱
湯
・
熱
泥
を
恐
れ「
地

獄
」
と
呼
ん
だ
源
泉
は
、今
訪
れ
て
も
無
気
味
だ
。
国
道
一
〇

号
線
に
入
り
大
分
市
へ
、さ
ら
に
三
十
分
ほ
ど
で
豊
後
水
道
へ

と
抜
け
、歴
史
の
街
臼
杵（
う
す
き
）市
に
入
る
。こ
の
町
の
中

心
に
は
白
漆
喰
壁
の
武
家
屋
敷
や
モ
ダ
ン
な
洋
館
が
並
び
、

石
畳
の
続
く
街
並
み
を
歩
く
と
、ふ
と
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た

気
分
に
な
る
。
町
は
ず
れ
に
は
六
十
余
の
石
仏
群
が
異
彩
を

放
つ
。
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
彫
ら
れ
た
と
い
わ

れ
る
石
仏
群
は
、優
美
な
曲
線
で
、い
か
に
も
心
豊
か
な
、心

の
広
い
仏
様
を
表
現
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
石
仏
を
雨
風
か
ら

守
っ
て
い
る
棟
屋
は
落
ち
着
い
た
鈍
い
輝
き
を
放
つ
銅
屋
根
だ
。

う
っ
そ
う
と
し
た
木
々
の
な
か
に
美
し
く
溶
け
込
ん
で
い
る
。

豊
後
水
道
を
右
に
見
な
が
ら
三
十
分
ほ
ど
北
へ
上
が
る
と
今

回
の
目
的
地
「
佐
賀
関
町
」で
あ
る
。 

    

　
佐
賀
関
と
い
え
ば
、あ
の「
関
サ
バ
、関
ア
ジ
」の
町
で
あ
る
。

大
分
県
の
東
端
に
位
置
し
、西
は
大
分
市
、南
は
臼
杵
市
に

接
す
る
豊
予
海
峡
に
突
き
出
し
た
二
等
辺
三
角
形
の
町
だ
。

対
岸
の
愛
媛
県
佐
田
岬
半
島
へ
は
同
海
峡
を
は
さ
ん
で
わ
ず

か
十
四
キ
ロ
弱
、東
九
州
の

玄
関
で
あ
り
、
九
州
で
最

も
四
国
に
近
い
町
で
あ
る
。 

　
豊
予
海
峡
は
、
海
底
の

起
伏
が
激
し
く
、急
流
う

ず
ま
く
「
速
吸（
は
や
す
い
）

の
瀬
戸
」
と
呼
ば
れ
る
好

漁
場
。
佐
賀
関
に
あ
が
る

魚
は
「
関
物
」
と
い
わ
れ
、

と
く
に
サ
バ
、ア
ジ
は
全
国

に
知
ら
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
品
で
あ
る
。
決
ま
っ
た
量
だ
け
を
一
本

釣
り
で
釣
り
上
げ
る
の
が
鉄
則
で
、決
し
て
乱
獲
し
な
い
。
佐

賀
関
の
漁
師
た
ち
は
、ブ
ラ
ン
ド
魚
へ
の
高
い
需
要
に
踊
ら
さ

れ
ず
、自
分
た
ち
の
海
を
大
切
に
守
っ
て
い
る
。
恵
ま
れ
た
自

然
と
生
産
者
サ
イ
ド
の
姿
勢
。こ
れ
ら
の
条
件
が
整
っ
て
こ
そ
、

こ
こ
ま
で
名
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。 

　
港
を
一
望
で
き
る
高
台
へ
上
が
る
。
漁
港
と
し
た
ら
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
は
な
い
。ひ
と
つ
気
が
付
く
の
は
漁
船
が
み
な
小
さ

い
。一
本
釣
り
の
漁
船
ば
か
り
な
の
だ
。
沖
か
ら
ゆ
っ
く
り
漁
船

が
帰
っ
て
く
る
。
市
場
へ
行
っ
て
み
る
。セ
リ
が
一
時
間
ほ
ど
前

に
終
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、人
も
閑
散
、魚
も
閑
散
。
　  

福岡 
別府 

大分 

熊本 

鹿児島 

佐賀関 
臼杵 

佐賀 

宮崎 

位置図 

日出町・城下カレイの獲れるのは本当に城の下 

別府温泉・血の池地獄 

臼杵市・700年も前に彫られた石仏 

石仏を守る銅屋根 

佐賀関港を一望する 一本釣り漁船 
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佐
賀
関
は
ま
た
、わ
が
国
有
数

の
銅
製
錬
の
町
で
も
あ
る
。
現
在

の
日
鉱
金
属
株
式
会
社
佐
賀
関
製

錬
所
は
一
九
一
六（
大
正
五
）年
操
業

を
開
始
。
当
初
の
銅
製
錬
を
中
心

に
、銀
、鉛
、金
、フ
ェ
ロ
ニ
ッ
ケ
ル
等
々
、

対
象
金
属
を
広
げ
て
い
っ
た
。
そ
の

間
時
代
の
先
端
を
行
く
各
種
設
備
、技
術
を
導
入
。
そ
の
シ

ン
ボ
ル
と
な
っ
た
の
が
、一
九
七
〇（
昭
和
四
十
五
）年
に
導
入

し
た
粗
銅
月
産
一
万
ト
ン
を
誇
る
日
鉱
式
第
一
自
溶
炉
で
あ
っ

た
。
ま
た
同
年
に
は
銅
電
解
精
製
工
場
を
三
棟
に
増
設
。
電

気
銅
の
生
産
一
万
四
千
ト
ン
体
制
を
確
立
し
た
。
三
年
後
の
一

九
七
三（
昭
和
四
十
八
）年
に
は
、第
二
自
溶
炉（
粗
銅
生
産
一

万
ト
ン
／
月
）が
完
成
、第
一
自
溶
炉
と
合
わ
せ
月
産
二
万
ト

ン
体
制
が
で
き
あ
が
っ
た
。こ
の
よ
う
な
設
備
の
増
強
に
よ
り

生
産
量
は
飛
躍
的
に
向
上
し
た
。 

　
一
方
で
、巷
間
公
害
問
題
が
声
高
に
言
わ
れ
る
中
で
、各
種

公
害
対
策
設
備
を
積
極
的
に
導
入
、ま
た
、昭
和
四
十
年
代

後
半
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を

契
機
に
、さ
ま
ざ
ま
な
省
エ

ネ
施
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、

デ
ィ
ー
ゼ
ル
機
関
に
よ
る
自

家
発
電
機
の
操
業
を
開
始

す
る
こ
と
に
な
る
。 

　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
遷

を
振
り
返
っ
て
、
同
製
錬
所

取
締
役
常
務
執
行
役
員
・
佐

藤
啓
一
所
長
お
よ
び
執
行
役

員
・
加
賀
美
和
夫
副
所
長
は

言
わ
れ
る
。 

―
当
製
錬
所
は
生
ま
れ
て

八
十
七
年
が
経
ち
ま
す
。こ

の
間
、地
域
の
基
幹
産
業
と

し
て
地
元
の
さ
ま
ざ
ま
な
行

事
に
参
画
し
、地
域
の
み
な

さ
ん
と
交
流
を
深
め
て
き
ま
し
た
。一
方
で
、現
在
で
は
、廃
材

と
し
て
出
る
ス
ラ
グ
の
有
効
利
用
、故
銅
や
電
子
部
品
廃
材

の
リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
、時
代
に
即
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に

も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
所
員
に
も
よ
く
言
う
ん

で
す
が
、当
社
に
と
っ
て
も
、地
域
に
と
っ
て
も
、当
製
錬
所
は

〝
永
久
に
不
滅
〞
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
操
業
百
年
を

達
成
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、次
の
百
年
を
い
か
に
生
き

て
い
く
か
が
大
き
な
命
題
で
す
― 

     

　
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
時
代
に
、世
界
的
な
競
争
力
を
求
め
ら
れ
る

今
、同
製
錬
所
で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
実
施
に
移

さ
れ
て
い
る
。そ
の
大
き
な
柱
が
生
産
性
の
さ
ら
な
る
向
上
を

め
ざ
し
た
設
備
の
集
約
化
、コ
ン
パ
ク
ト
化
だ
。
そ
の
第
一
歩
と

し
て
ふ
た
つ
の
自
溶
炉
を
第
二
自
溶
炉
に
集
約
、他
工
程
の
改

善
等
と
も
合
わ
せ
て
粗
銅
月
産
三
万
九
千
二
百
ト
ン
体
制
を

実
現
し
た
。一
方
、収
益
性
の
悪
い
鉛
、フ
ェ
ロ
ニ
ッ
ケ
ル
製
錬
等

を
中
止
、銅
へ
の
特
化
を
図
っ
て
い
る
。 

　
こ
の
結
果
、同
製
錬
所
の
生
産
効
率
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
レ

ベ
ル
。
集
約
化
の
努
力
は
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

―
転
炉
以
降
の
工
程
の
集
約
化
を
さ
ら
に
進
め
ま
す
。
自
溶

炉
で
精
製
し
た
粗
銅
の
純
度
を
高
め
る
転
炉
は
現
行
の
六
基

を
四
基
に
、精
製
炉
は
三
基
を
二
基
に
、ア
ノ
ー
ド
鋳
造
機
は

二
基
を
一
基
に
集
約
し
ま
す
―
。 

　
こ
の
ほ
か
、物
流
の
効
率
化
に
も
目
を
向
け
、こ
の
ほ
ど
、

同
製
錬
所
と
同
社
日
立
工
場
を
往
復
す
る
内
航
貨
物
船
「
ニ

ッ
コ
ウ
」
を
就
航
さ
せ
た
。
電
気
銅
関
連
製
品
を
年
間
七
十
二

回
往
復
輸
送
す
る
計
画
だ
。
こ
の
船
は
、フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
で

貨
物
を
直
接
船
に
搬
入
、搬
出
で
き
る
た
め
、一
般
貨
物
船
で

使
わ
れ
る
ク
レ
ー
ン
で
の
荷
役
工
程
が
省
略
で
き
、物
流
の
大

幅
な
効
率
化
を
実
現
す
る
こ
と

に
な
る
。 

　
最
後
に
佐
藤
所
長
は
こ
う
結

ば
れ
た
。 

―
ア
ジ
ア
と
の
競
争
が
き
わ
め
て

激
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
世
界
を

相
手
に
戦
っ
て
い
け
る
よ
う
、明
日

を
見
つ
め
た
さ
ら
な
る
効
率
化
を

め
ざ
し
ま
す
―
。 

佐藤所長 

加賀美副所長 

自溶炉 

精製 

電解 

アノード 


