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丹
術
に
も
言
及
す
る
。
さ
ら
に
製
紙
技
術
。
十
五
世
紀
ご
ろ
か
ら
木
灰
の
代
り

に
販
灰
を
用
い
た
の
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
紙
す
き
の
技
法
は
日
本
や

中
園
と
嬰
ら
な
い
。
火
醐
柴
原
料
の
硝
石
採
取
法
は
、
世
界
の
各
地
と
さ
ほ
ど
繁

る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
人
工
的
に
硝
土
を
培
養
す
る
方
法
は
行
わ
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

韓
圏
の
古
代
ガ
ラ
ス
は
、
人
面
を
作
り
だ
し
た
ガ
ラ
ス
玉
が
最
近
畿
見
さ
れ

る
な
ど
、
そ
の
ガ
ラ
ス
文
化
は
日
本
や
中
園
と
も
ち
が
う
濁
自
の
性
格
を
も
っ

て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
中
園
と
は
異
っ
た
レ
ベ
ル
で
の
、
オ
リ
エ
ン
ト
・
ガ
ラ
ス
の
影

響
が
み
ら
れ
る
と
い
う
黙
で
特
に
興
味
を
ひ
く
。
こ
の
貼
は
今
後
の
究
明
の
待

た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
五
章
は
地
理
皐
と
地
因
。
こ
こ
で
は
韓
園
の
自
然
皐
と
し
て
特
徴
的
な
風

水
設
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
閲
と
自
然
の
関
係
を
濁
特
の
形
で
表
現

し
た
思
考
と
し
て
、

重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
っ
と
詳
し
い

論
が
室
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
以
下
地
園
、
地
誌
の
重
要
な
も
の

に
つ
い
て
解
説
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ム
、
西
欧
の
影
響
も
併
せ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
全
相
運
氏
の
力
作
の
内
容
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
の
二
、
三
に
つ
い
て

の
批
評
、
あ
る
い
は
今
後
へ
の
期
待
を
記
し
て
き
た
。
か
つ
て
の
洪
氏
の
著
、

そ
し
て
今
は
全
氏
の
者
、
輸
園
の
科
皐
技
術
は
、
こ
こ
に
ふ
た
つ
の
通
史
を
得

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
た
し
に
と
っ
て
多
く
の
未
知
の
史
料
が
展
開
さ
れ
提

示
さ
れ
て
ゆ
く
の
は
、
ち
か
ご
ろ
少
な
い
新
鮮
な
世
界
で
あ
っ
た
。

だ
が
通
史
を
書
く
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
評
者
も
青
年

の
こ
ろ
「
日
本
科
展
史
L

を
書
い
た
。
多
く
の
史
料
と
過
去
の
研
究
史
を
、
か

な
り
強
引
に
ま
と
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
青
年
時
の
ひ
と
つ
の
気
負
い
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
、
金
氏
の
こ
れ
は
、
史
料
は
韓
園
か

ら
中
園
、
日
本
に
及
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
け
で
も
ひ
ろ
い
視
野
を
必
要
と
す
る
。

そ
れ
を
全
氏
は
よ
く
ま
と
め
ら
れ
た
。
し
か
も
韓
園
|
朝
鮮
の
文
化
の
創
造
性

と
濁
自
性
を
主
張
す
る
に
も
、
そ
の
態
度
は
淡
々
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
チ
ッ

ク
な
匂
い
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
全
氏
の
努
作
を
ス
タ
ー
ト
と
し

て
、
韓
園
文
化
と
日
本
、
ま
た
中
園
、
さ
て
は
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
、
オ
リ
エ
ン

ト
と
、
科
撃
と
技
術
に
わ
た
る
相
互
の
交
流
の
歴
史
が
拓
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
こ

そ

、

評

者

の

期

待

し

た

い

と

こ

ろ

で

あ

る

。
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四

O
五
年
、
テ
ィ
ム
l
ル
が
中
園
遠
征
の
途
上
オ
ト
ラ

ル
で
波
し
て
か
ら
、

十
六
世
紀
の
初
頭
、
シ
ャ

l
・
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
が
イ
ラ
ン
の
地
に
サ
フ
ァ
ヴ

ィ
l
朝
を
建
設
す
る
ま
で
の

一
世
紀
ー
す
な
わ
ち
十
五
世
紀
は
、
イ
ラ
ン
史

上
で
こ
れ
ま
で

。
混
沌
の
時
代
e

(

肘

.
0
.
切
『

o
d
z
o
)
、
φ

空
白
の
時
代
e

(

明
.

〉
与
問
。
る
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
勿
論
こ
の
時
代
イ
ラ
ン
を
中
心

と
す
る
東
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
が
政
治
的
に
極
度
に
混
組
、
分
裂
し
た
吠
態
に
あ

っ
た
た
め
の
呼
稀
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
は
こ
の
時
代
の
難
解
な
史
料
、

複
雑
な
政
治
史
に
業
を
煮
や
し
た
東
洋
皐
者
た
ち
の
皮
肉
を
込
め
た
命
名
で
も

あ
っ
た
。
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し
か
し
、
貨
は
こ
の
「
十
五
世
紀
」
を
ど
の
よ
う
な
時
代
と
し
て
理
解
す
る

か
、
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ラ
ン
史
上
の
、
ひ
い
て
は
西
ア
ジ
ア
史
上
の
大
問
題

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
十
五
世
紀
」
に
闘
す
る
こ
つ
の
制
創
立
す
る
見
方
を
紹

介
し
、
そ
の
正
し
い
理
解
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
を
述
べ
て
み
よ
う
。

従
来
こ
の
時
代
に
先
立
つ
十
一

l
十
四
世
紀
は
、
セ
ル
ジ
ュ

l
p
朝
、
イ
ル

ハ

γ
圏
、
テ
ィ
ム
i
ル
朝
と
い
っ
た
所
謂

φ

征
服
王
朝
夕
の
時
代
で
あ
る
と
さ

れ
、
こ
の
時
代
に
綴
く
十
六
世
紀
は
、
東
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
。
民
族

王
朝
。
(
ト
ル
コ
の
オ
ス
マ
ン
朝
、
イ
ラ
ン
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
、
中
央
ア
ジ

ア
の
シ
ャ
イ
パ

l
ニ
l
朝
な
ど
〉
の
成
立
期
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
と
す
る

と
、
こ
の
関
の
十
五
世
紀
は
。
征
服
王
朝
φ

か
ら
。
民
族
王
朝
e

へ
の
過
渡
期

に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
蛍
然
社
告
間
的
に
な
ん
ら
か
の
大
き
な
獲
化
が
あ
っ
た

こ
と
が
務
想
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
は
十
五
世
紀
は
「
襲
化
の
世
紀
」
と
見
な

す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

私
は
こ
の
従
来
の
考
え
方
に
針
し
て
は
否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
と

い
う
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
(
拙
稿
「
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
の
成
立
」

『東

洋
史
研
究
』
一
一
一
七
|
一
一
一
九
七
八
参
照
)
少
な
く
と
も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

l
朝

に
お
い
て
は
そ
の
成
立
蛍
初
ト
ル
コ

・
モ
ン
ゴ
ル
的
l
す
な
わ
ち
遊
牧
民
的
|

停
統
が
叡
強
く
存
在
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
。
征
服
王
朝
夕
時
代
か
ら
一
連
の

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
征
服
王
朝
時
代
か

ら
少
な
く
と
も
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
初
期
に
至
る
ま
で
の
期
聞
は
イ
ラ
ン
祉
曾
の

基
本
的
な
枠
組
み
|
遊
牧
民
針
都
市
民

・
農
民
ー
は
銭
化
し
な
か
っ
た
、
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
っ
と
「
十
五
世
紀
」
は
、
ト
ル
コ

・
モ
ン
ゴ

ル
的
な
侍
統
が
継
承
さ
れ
、定
着
し
て
行
っ
た
時
代
、
言
わ
ば

「綴
績
の
世
紀
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
十
五
世
紀
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
イ
ラ
ン

史
の
流
れ
は
随
分
後
わ
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
時
代
の
解
明
が
必
要

な
所
以
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
賞
時
の
事
貨
を
寅
設
的
に
明

ら
か
に
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
佳
的
な
例
措
証
な
し
に
イ
メ
ー
ジ
論
を
展

開
し
て
い
て
も
無
駄
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
十
五
世
紀
に
イ
ラ
ン
の
地
で
興
亡
し
た
最
も
重
要
な
政
治
勢
力

の
一
つ
に
ア
ク
コ
ユ
ン
ル
〉
』
』
ロ
可
g
z
|
白
羊
朝
ー
が
あ
る
。
こ
こ
で
こ
れ

か
ら
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
吋
宮
〉
O
O
C
J
R
C
Z
F
C
2
2・
。
。
巳
包
0
・

『巳

5
p
何
回
包
円
。
は
こ
の
白
羊
朝
の
政
治
史
を
極
め
て
詳
細
に
寅
誼
的
な
手

法
で
研
究
し
た
労
作
で
、
正
に
今
述
べ
た
要
請
に
答
え
る
べ
く
現
わ
れ
た
書
と

言
え
る
。
私
は
イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
書
庖
で
本
書
を
偶
々
見
つ
け
、
内
容
を
拾
い

讃
み
し
て
狂
喜
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
一
腹
王
朝
史
と
銘
打
っ
て
あ
る
が
、
そ
の
種
の
書
に
あ
り
が
ち
な
細

か
い
事
貨
を
た
だ
並
べ
た
だ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
さ
す
が
に
著
者
、

』
・
開
・
当
。
。
身
氏
が
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
皐
に
提
出
し
た
皐
位
請
求
論
文
を
基

と
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
全
三
百
数
十
頁
を
通
じ
て
著
者
の
確
固
た
る
史
観
が
根

底
を
流
れ
て
お
り
、
諌
ん
で
非
常
に
興
味
深
い
書
で
あ
る
。
以
下
本
書
の
持
つ

膨
大
な
量
の
債
値
の
一
部
を
紹
介
し
、
私
の
感
想
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、

政
治
史
の
叙
述
を
中
心
と
し
た
本
書
の
性
格
上
、
内
容
を
い
ち
い
ち
ま
と
め
て

述
べ
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
次
に
目
次
を
掲
げ
て
お
く
の
で
参
照
し
て
戴

き
た
い
。

第
一
章
白
羊
朝
史
主
題
と
史
料

序
論

白
羊
朝
社
曾
政
治
構
造
の
術
語

白
羊
朝
史
研
究
の
た
め
の
資
料

第
二
章
氏
族
か
ら
侯
園
へ
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十
四
(
八
〉
世
紀
中
葉
ま
で
の

F
uB
E
E

第

一
次
統

一
と
第

一
次
内
戦

侯
園
の
創
建

0
2同

d
p
B
E
の
功
績

第
三
章
大
内
戦

メ
ロ
の
代
理
ア
ミ
l
ル
位

国
同
自
立
の
興
隆

』

m
r
E町一
円
の
統
治

C
N
E
E
2
2
の
反
飢

第
四
掌
侯
図
か
ら
帝
園
へ

僕
閣
の
復
興

大
征
服

白
羊
朝
帝
図
の
成
立

回

aro三
の
戦
い
の
影
響

第
五
章
停
滞
と
衰
退

第
三
次
内
戦

ペ
ω
ぶロ『

の
濁
立
統
治

連
合
部
族
開
戦
争

鼎
立
と
ゲ
ヨ印
刷ニ

ω釦
『防司一

の
興
隆

第
六
章
サ
フ
ァ
ヴ

ィ
l
朝
の
絵
承

著
者
は
、園
田
頭
で
本
書
の
目
的
と
し
て
。
信
頼
で
き
る
白
羊
朝
政
治
史
の
確

定
e

を
翠
げ
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉
の
遁
り
、
本
書
の
大
部
分
は
白
羊
朝
政
治

史
上
の
諸
事
件
の
叙
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
目
次
を
一
瞥
し
た

だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
こ
の
歴
史
事
賓
の

確
定
と
い
う
基
礎
的
作
業
を
完
成
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
厳
密
な
史
料
批
剣
と

綿
密
な
考
詮
に
基
づ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
貨
の
数
は
限
り
な
く
、
こ
れ
ま

で
お
ぼ
ろ
気
に
し
か
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
白
羊
朝
政
治
史
が
、
西
ア
ジ
ア
史

の
中
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
結
果
浮
か
び
上
っ
て
来
た
白
羊
朝
の
歴
史
は
、
パ

l
ヤ
ン
ド
ル
部

族
内
部
で
の
主
導
権
争
い
、
黒
羊
朝
と
の
部
族
連
合
問
闘
争
、
そ
し
て
政
治
的

統
一
の
後
に
起
こ
る
短
期
間
の
大
征
服
、
都
市
定
着
民
と
の
封
立
、
宮
廷
に
お

け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
風
習
、
と
遊
牧
民
の
歴
史
に
特
有
な
現
象
に
満
ち
満

ち
て
い
る
。
著
者
自
身
も
、
第
一
章
で
、
白
羊
朝
園
家
を
ト
ル

コ
系
ク
ル
ド
系

の
約
五
十
の
遊
牧
部
族
か
ら
成
る
連
合
慢
と
定
義
し
て
お
り
、
こ

の
こ
と
の
正

し
さ
は
、
本
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
多
く
の
例
設
(
例
え
ば
軍
隊
に
お
け
る

左
右
翼
制
、
十
準
法
的
軍
事
陸
系
、
近
衛
軍
の
存
在
、
財
産
共
有
の
概
念
、
さ

ら
に
息
子
た
ち
に
。
ト
ル
コ
的
自
由
な
君
主
ψ

に
と
っ
て
の
定
着
の
危
険
性
を

設
く

O
ω
s
d
手
目
自
の
姿
な
ど
)
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。
白
羊
朝
の
祉

曾
は
基
本
的
に
遊
牧
園
家
的
韓
制
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
著
者
は
、
序
論
の
部
分
で
十
五
世
紀
の
イ
ラ
ン
社
舎
に
つ
い
て
燭
れ
、

モ
ン
ゴ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
ア
ジ
ア
遊
牧
民
勢
力
の
流
入
の
結
果
、
被
征

限
定
住
民
と
遊
牧
支
配
層
の
封
立
関
係
が
そ
の
大
枠
を
な
し
て
い
た
と
言
う
。

本
稿
の
冒
頭
で
、
私
は
、
サ
フ
ァ
グ
ィ
l
朝
初
期
の
祉
舎
か
ら
類
推
し
て
、
十

五
世
紀
社
舎
の
こ
の
よ
う
な
性
格
を
想
定
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
貧

の
袈
附
け
を
持
た
な
い
想
像
で
あ
っ
た
。
著
者
の
如
き
白
羊
朝
期
の
研
究
者
が

寅
謹
的
な
研
究
を
踏
ま
え
て
同
じ
結
論
に
透
し
て
い
る
黙
は
注
目
に
値
し
よ

う
。
妊
大
な
歴
史
事
費
の
集
積
と
も
言
え
る
木
書
を
讃
ん
で
、
私
は
十
五
世
紀

を
「
繕
績
の
時
代
」
と
見
る
自
分
の
見
方
が
大
筋
に
お
い
て
決
し
て
誤
っ
て
い

な
い
こ
と
を
確
信
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
が
私
が
本
書
を
讃
ん
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で
得
た
最
大
の
蚊
獲
で
あ
っ
た
。

き
て
、
以
上
は
本
書
を
逼
讃
し
て
得
た
金
鍾
的
な
感
想
で
あ
る
が
、
魔
大
な

政
治
史
を
叙
述
し
て
行
く
過
程
で
著
者
が
し
ば
し
ば
提
出
し
て
い
る
着
想
に
も

鋭
い
も
の
、
面
白
い
も
の
が
多
く
あ
っ
た
。
特
に
魅
力
を
感
じ
た
黙
を
三
つ
紹

介
し
て
お
こ
う
。

著
者
は
、
本
書
の
舞
蓋
と
な
る
地
域
を
「
中
央
イ
ス
ラ
ム
世
界
」
と
定
義
し

て
い
る
。
こ
れ
は
東
は
ホ
ラ
ー
ザ

l
ン
地
方
か
ら
西
は
ア
ナ
ト
リ
ア
高
原
、
北

は
コ
l
カ
サ
ス
か
ら
南
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
方
に
至
る
今
日
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
、
イ
ラ
ク
、
ソ
連
邦
に
跨
が
る
境
域
の
こ
と
で
、
ベ
ル

シ
ア
語
史
料
の
中
に
ふ
司
削
ロ

N
曲
目
同
ロ
ョ
ハ
イ
ラ
ン
の
地
〉
と
い
う
形
で
現
わ

れ
る
地
理
的
概
念
に
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
地
域
を
一

つ
の
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
と
も
す
れ
ば
、
「
イ
ラ
ン
史
」
「
ト
ル

コ
史
」
な
ど
と
い
う
今
目
的
な
枠
組
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
ど
ち
ら
の
範
鴎
に

も
入
ら
な
い
た
め
に
後
方
か
ら
ま
ま
子
扱
い
さ
れ
て
い
た
自
羊
朝
史
が
は
じ
め

て
主
鰻
的
な
立
場
を
持
ち
う
る
こ
と
と
な
っ
た
。
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
こ

の
時
代
、
今
日
の
領
土
的
、
民
族
的
な
意
味
で
の
イ
ラ
ン
、
ト
ル
コ
と
い
う
匿

別
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
著
者
は
、
黒
羊
朝
の
ジ
ャ
ハ

l
ン
・
シ
ャ

l
、
白
羊
朝
の
ウ
ズ
ン
・
ハ

サ
ン
が
共
に
、
シ
ャ
l
・
ル
フ
、
ひ
い
て
は
テ
ィ
ム
!
ル
の
後
継
者
た
ら
ん
こ

と
を
望
ん
で
い
た
と
述
べ
る
。
同
じ
時
代
、
中
央
ア
ジ
ア
で
は
な
お
チ
ン
ギ

ス
・
ハ
ン
の
後
詰
閣
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
合
-
持
ち
、
テ
ィ
ム
l
ル
家
の
権

威
も
こ
れ
に
は
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
中
央
イ
ス
ラ
ム
世
界
、
す
な

わ
ち
イ
ル
ハ
ン
圏
の
替
領
に
お
け
る
爾
者
の
地
位
、
立
場
の
逆
穂
現
象
は
非
常

に
興
味
深
い
。
こ
の
こ
と
は
、
中
央
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
の
「
ハ
ン
」
と
い
う
稽

競
の
示
す
地
位
、
権
力
の
相
針
的
低
下
(
前
掲
拙
稿
参
照
)
と
も
関
連
し
て
、

イ
ラ
ン
に
お
け
る
チ

γ
ギ
ス
・
ハ
ン
家
の
権
威
と
い
う
問
題
を
考
え
る
際
の
大

き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
c

イ
ラ
ン
で
シ
l
ア
波
が
カ
を
持
つ
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
も
著
者
は
面
白

い
見
方
を
し
て
い
る
。
正
統
的
カ
リ
フ
制
度
を
破
壊
し
た
異
教
徒
の
モ
ン
ゴ
ル

人
が
、
そ
の
後
簡
単
に
イ
ス
ラ
ム
の
正
統
波
に
改
宗
し
た
。
こ
の
た
め
、
彼
ら

に
謝
し
て
強
い
反
感
を
持
っ
て
い
た
被
征
服
民
が
ス
ン
ニ
ー
を
放
棄
し
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
人
の
シ
l
ア
改
宗
の
理

由
の
一
つ
と
し
て
は
面
白
い
。
た
だ
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
イ
ラ
ン

人
の
大
部
分
が
シ
l
ア
波
を
受
容
す
る
の
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
イ
ル
ハ
ン

園
が
滅
び
て
二
百
年
近
く
を
経
た
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
書
の
有
用
性
の
う
ち
、
鐙
裁
的
な
側
面
に
つ
い
て
も
二
黙
取
り
上
げ
て
お

き
た
い
。

ま
ず
、
第
一
章
で
白
羊
朝
史
の
研
究
に
利
用
で
き
る
資
料
に
つ
い
て
懇
切
丁

寧
な
解
説
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
巻
末
に
は
詳
細
な
文
献
目
録
が
附
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
解
説
と
文
献
目
録
は
著
者
の
史
料
に
関
す
る
深
い
造
詣
を

示
す
も
の
で
、
私
の
如
き
入
門
者
か
ら
見
る
と
た
だ
た
だ
驚
嘆
の
他
は
な
い
。

用
い
ら
れ
て
い
る
資
料
は
、
フ
ァ
ル
マ

1
ン
、
書
館
、
イ
ン
シ
ャ
l
文
皐
な
ど

イ
ス
タ
ン
プ
ル
や
イ
ラ
ン
各
地
に
現
存
し
て
い
る
文
書
類
、
碑
銘
、
貨
幣
、
圃

像
、
そ
れ
に
、
ベ
ル
シ
ア
語
、
ア
ラ
ビ
ア
語
、
さ
ら
に
グ
ル
ジ
ア
語
、
ア
ル
メ

ニ
ア
語
の
年
代
記
、
地
方
史
類
と
非
常
に
多
岐
に
亙
っ
て
い
る
。
我
々
は
こ
れ

に
よ
っ
て
白
羊
朝
史
の
み
な
ら
ず
、
黒
羊
朝
、
テ
ィ
ム
l
ル
朝
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
な
ど
の
歴
史
資
料
に
つ
い
て
も
多
く
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
西

ア
ジ
ア
史
、
特
に
イ
ラ
ン
史
の
如
く
資
料
に
関
す
る
情
報
の
乏
し
い
地
域
を
研

究
す
る
者
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
形
で
の
資
料
紹
介
は
誠
に
有
難
い
こ
と
と
言
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わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
地
図
、
系
園
、
概
念
闘
な
ど
の
図
表
が
随
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
黙

が
有
盆
で
あ
る
。
本
書
の
よ
う
に
地
域
、
時
代
を
限
っ
た
専
門
的
な
研
究
書
を

讃
む
際
、
我
々
は
馴
染
み
の
な
い
人
名
、
地
名
に
悩
ま
さ
れ
が
ち
だ
が
、
本
書

の
場
合
、
こ
れ
ら
観
究
的
援
助
の
お
か
げ
で
随
分
楽
に
内
容
が
理
解
で
き
、

し
か
も
多
く
の
新
知
識
を
吸
牧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
私
が
本
書
か
ら
得
た
知
識
、
思
考
の
ヒ
ン
ト
は
数
限
り
な
い
の

で
あ
る
が
、
著
者
の
見
解
に
封
し
て
疑
問
を
感
じ
た
駄
が
わ
ず
か
な
が
ら
あ
っ

た
こ
と
も
事
貨
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
重
要
だ
と
恩
わ
れ
る
こ
鈷
を
呈
示
す
る
。

ま
ず
、

著
者
の
時
代
医
分
、
そ
し
て
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
意
味
つ
け
、

定
義
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
、
ウ
ズ
ン

・
ハ
サ

ン
が
黒
羊
朝
の
ジ

ャハ

l
ン
・
シ
ャ
ー
を
撃
破
し
た
一
四
六
七
年
を
区
切
り
と
し
て
白
羊
朝
史
全
践
を

大
き
く
二
つ
に
分
け
、
前
半
を
侯
園
時
代
、
後
牢
を
帝
閣
時
代
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
侯
図
期
を
白
羊
朝
部
族
連
合
が
遊
牧
略
奪
集
固
か
ら
比
較
的
中
央
集
権

化
さ
れ
た
領
土
園
家
へ
と
政
治
、
経
済
、
社
舎
的
に
進
化
し
て
行
く
過
程
と
捉

え
、
帝
園
期
を
部
族
連
合
陸
が
土
地
、
人
民
、
商
業
的
中
心
地
を
把
握
、
支
配

し
て
停
統
的
な
イ
ラ

ン

|
イ
ス
ラ

ム
的
農
業
・常
園
へ
と
移
行
し
よ
う
と
す
る
過

程
と
見
な
す
(
六
l
七
頁)。

時
代
区
分
は
一
際
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、

「イ
ラ
ン
|
イ
ス
ラ
ム
的
農
業

帝
国
」
と
は
一
陸
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
れ
が

「
停
統
的
」
だ
と
す
る

と
、
ど
の
時
代
の
ど
の
政
権
が
こ
れ
に
あ
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
他
の
部

分
で
、
ウ
ズ
ン
・
ハ
サ

ン
の
建
設
し
た
白
羊
朝
帝
留
は
、
軍
事
を
鎗
暗闘
す
る
遊

牧
ト
ル
コ
マ
ン
部
族
と
中
央
行
政
機
構
を
牛
耳
る
イ
ラ

ン
人
官
僚
の
二
本
の
柱

の
上
に
成
立
し
て
い
た
と
述
、へ
て
い
る
ハ
一
二

O
頁
)
。
こ
の
帝
園
の
「
二
元

性
」
は
セ
ル
ジ
ュ
l
p
朝
以
来
、
イ
ル
ハ
ン
圏
、
テ
ィ
ム
l
ル
朝
な
ど
遊
牧
民

を
君
主
と
す
る
園
家
に
お
い
て
常
に
見
ら
れ
る
悶
式
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ら

の
園
家
を
「
イ
ラ
ン
|
イ
ス
ラ
ム
的
農
業
帝
園
」
と
呼
ば
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
遊
牧
民
を
君
主
と
す
る
園
家
も
最
終
的
に
は
租
税
枚
入
を
重
要
な
財

源
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い

っ
て
こ
れ
ら
の
園
家
を
農
業
帝

園
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
私
は
時
間
踏
を
究
え
る
。

他
の
箇
所
で
は
用
語
の
使
用
に
人

一
倍
意
を
用
い
て
い
る
著
者
が
犯
し
た
珍
し
い
勇
み
足
と
言
え
よ
う
。
ま
た、

も
し
著
者
が
、
遊
牧
民
が
都
市
や
農
村
を
恒
常
的
に
支
配
し
た
こ
と
を
も

っ
て

「
農
業
帝
園
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
自
羊
朝

侯
図
の
時
代
か
ら
存
在
し
た
現
象
で
あ
る
。
私
は
白
羊
朝
園
家
の
性
格
は
こ
の

王
朝
一
代
を
通
じ
て
本
質
的
に
は
曲
変
化
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
お
り
、
侯

園
と
帝
園
の
関
の
差
異
も
も
と
を
辿
れ
ば
そ
の
支
配
領
域
の
慶
さ
の
遠
い
に
由

来
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

次
に
、
白
羊
朝
の
後
を
縫
い
で
中
央
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
覇
者
と
な
っ
た
サ
フ

ア
ヴ
ィ
l
靭
に
つ
い
て
の
著
者
の
見
解
を
検
討
し
た
い
。
周
知
の
如
く
、
サ
フ

ァ
ヴ
ィ
l
朝
の
創
始
者
、
シ

ャ
l
・
イ

ス
マ
l
イ
i
ル
は
白
羊
朝
の
ウ
ズ

ン
・

ハ
サ
ン
の
孫
(
彼
の
母
が
ウ
ズ
ン
・
ハ
サ
ン
の
娘
)
に
あ
た
る
。
こ
の
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
は
王
朝
建
設
の
過
程
で
白
羊
朝
の
王
子
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を

冷
酷
に
殺
害
し
て
い
る
。
従
来
こ
れ
は
自
分
の
父
祖
を
殺
害
し
た
白
羊
朝
王
家

に
射
す
る
復
讐
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
著
者
は
こ
の
イ
ス
マ

l
イ
l
ル

の
行
震
を
そ
れ
以
前
に
白
羊
朝
王
家
で
世
代
交
代
の
た
び
に
行
な
わ
れ
て
き
た

王
朝
的
。
除
去
ψ

の
法
則
|
す
な
わ
ち
、
自
分
の
権
力
を
確
固
た
る
も
の
と
す

る
た
め
に
王
朝
の
他
の
成
員
を
排
除
す
る
ー
で
は
な
い
か
と
言
う
。
従
っ
て
、

イ
ス
マ

l
イ
l
ル
は
白
羊
朝
の
王
権
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
、
そ
の
質
質
的
な

後
継
者
と
な
っ
た
と
考
え
る
。

近
頃
、
白
羊
靭
と
サ
フ
ァ
グ
ィ

l
朝
が
近
い
関
係
に
あ
り
、
後
者
は
前
者
の
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後
縫
者
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
こ
こ
ま
で
大
臓
に

雨
者
の
関
係
を
言
い
切
っ
た
の
は
著
者
が
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。
こ
の
雨
王
朝

の
連
績
性
を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
は
著
者
の
設
は
魅
力
的
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
私
は
次
の
二
つ
の
理
由
か
ら
こ
れ
は
少
し
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
思

う
。
一
つ
は
、
こ
の
爾
王
朝
は
い
ず
れ
も
遊
牧
部
族
連
合
鐙
を
そ
の
根
幹
と
し

て
い
る
が
、
こ
の
遊
牧
部
族
連
合
墜
を
構
成
し
た
部
族
を
比
較
し
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
大
部
分
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
サ
フ
ァ
グ

ィ
l
朝
部
族
連
合
撞
は
自
羊
朝
部
族
連
合
鐙
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
で

は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
白
羊
朝
連
合
を
構
成
し
て
い

た
部
族
の
い
く
つ
か
が
、
白
羊
朝
の
瓦
解
後
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
l
朝
連
合
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
(
例
え
ば

ζ
同

az--z・
〉
向
島
町
な
ど
。
)
こ

れ
は
著
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
黒
羊
朝
か
ら
臼
羊
朝
へ
の
移
行
時
の
パ
タ
ー
ン

と
そ
っ
く
り
同
じ
で
あ
る
。
元
来
は
別
々
に
存
在
し
て
い
た
二
つ
の
部
族
連
合

鐙
の
う
ち

一
方
が
、
抗
争
の
結
果
、
他
方
の
一
部
を
も
組
み
込
む
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
白
羊
朝
か
ら
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

1
朝
へ
の
移
行
と
は
、
部

族
連
合
僅
と
い
う
翻
黙
に
限
っ
て
考
え
れ
ば
、
黒
羊
朝
か
ら
白
羊
朝
へ
の
交
代

と
本
質
的
に
何
ら
嬰
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
白
羊
朝
の
王
子
た
ち

を
次
々
と
殺
害
し
た
こ
と
も
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
さ
し
て
不
思
議
で
は
な

い
。
ウ
ズ
ン
・
ハ
サ
ン
が
黒
羊
朝
諸
王
子
に
到
し
て
行
な
っ
た
の
と
同
じ
こ
と

を
イ
ス
マ

l
イ
I
ル
も
行
な
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
王
朝
的

多
除
去
。
の
法
則
と
見
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
、
気
附
い
た
こ
と
の
い
く
つ
か

を
書
き
綴
っ

て
き
た
が
、
本
垂
直
が
全
陵
と
し
て
は
優
れ
た
劃
期
的
な
研
究
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
十
五
世
紀
と
い
う
時
代

の
持
つ
性
格
に
つ
い
て
一
つ
の
明
確
な
解
答
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

白
羊
朝

史
の
解
明
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
イ
ラ
ソ
遁
史
を
考
え
る
手
掛
り
を
輿
え

た
と
い
う
黙
で
も
本
書
は
高
い
評
債
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
今
後
本
書
が
嘗

該
分
野
に
お
け
る
基
本
的
文
献
と
し
て
大
い
に
利
用
さ
れ
て
行
く
こ
と
は
確
寅

で
あ
ろ
う
。
も
は
や

「
混
沌
の
時
代
」
は
去
っ
た
の
で
あ
る
。

(
羽
田

正

中
園
民
族
工
業
の
展
開
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郎

著

昭
和
五
十
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年
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月
東
京
ミ
ネ
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ァ
書
房
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近
年
、
中
園
現
代
史
に
関
す
る
ま
す
ま
す
多
く
の
研
究
が
、
そ
の
研
究
針
象

時
期
を
一
九
世
紀
か
ら
二

O
世
紀
へ
と
、
そ
し
て
、
二

O
世
紀
の
一

0
年
代
か

ら
二

0
年
代
・
三

0
年
代
へ
と
下
降
さ
せ
て
き
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
日
中
戦

争
開
始
直
前
に
至
る
一
九
二

0
・
三

0
年
代
の
中
園
祉
曾
・
経
済
の
研
究
は
、

固
有
の
重
要
な
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
単
に
、

日
本
に
お
い
て

か
つ
て
、
同
時
代
中
園
祉
舎
の
研
究
と
し
て
蓄
積
さ
れ
た
成
果
が
員
正
面
か
ら

受
け
と
め
針
決
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
散
逸
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
防
ぎ
、

か
な
り
長
期
に
わ
た
っ
た
中
園
研
究
上
の
研
究
主
題
の
空
白
を
埋
め
る
と
い
う

一
つ
の
意
義
に
だ
け
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
は
濁
自

な
タ
イ
プ
で
は
あ
る
と
し
て
も
確
か
に
「
社
舎
主
義
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
中
園
に
お
い
て
、
外
見
的
に
め
ま
ぐ
る
し
い
政
治
上
・
経
済
政
策
上
の
愛

化
が
み
ら
れ
る
現
在
、
中
園
祉
曾
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
祉
曾
主
義
」
と


