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本
書
は
､
晩
餐
表
論
文
を
も
と
に
､

一
部
補
筆
さ
れ
て
ま
と
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
-
､
全
十
二
章
と
二
つ
の
別
章
､
略
年
表
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
全

五
五
〇
徐
ペ
ー
ジ
の
大
冊
で
あ
る
｡
二
〇
〇
一
年
に
､
京
都
大
学
文
学
部

へ

提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
の
も
と
に
な
っ
た
書
で
も
あ
る
｡

野
象
と
な
っ
て
い
る
ム
ガ
ル
朝
に
つ
い
て
は
､
ム
ガ
ル
朝
の
様
々
な
側
面

(政
治
､
経
済
､
融
合
､
文
化
､
美
術
､
建
築
､
思
想
､
交
易
等
々
)
に
関

し
て
､
近
年
相
次
い
で
研
究
が
登
表
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
活
況
は
､
ム
ガ
ル

朝
研
究
が
､
イ
ン
ド
の
近
世
か
ら
近
代

へ
の
移
行
の
問
題
と
関
連
づ
け
ら
れ

て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
と
も
連
関
し
て
い
る
｡
い
わ
ゆ
る

｢十

八
世
紀
問
題
｣
と
呼
ば
れ
る
論
争
で
あ
る
｡
は
じ
め
に
､
本
書
で
行
わ
れ
て

い
る
議
論
の
位
置
づ
け
を
示
す
た
め
に
､
こ
の
論
争
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介

し
て
お
き
た
い
｡

ム
ガ
ル
朝
研
究
は
､
従
来
､
ム
ガ
ル
朝
を
確
立
し
た
第
三
代
皇
帝
ア
ク
パ

ル
時
代

(在
位

一
五
五
六
-

一
六
〇
五
)
の
研
究
を
中
心
と
し
て
き
た
｡
し

か
し
､
第
六
代
皇
帝
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ

(在
位

一
六
五
八
-

一
七
〇
七
)

の
死
に
象
徴
さ
れ
る
十
八
世
紀
初
め
の
ム
ガ
ル
朝
解
憶
期
か
ら
､
十
九
世
紀

は
じ
め
の
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
確
立
期
に
ま
た
が
る
時
期
を
ど
う
理
解

す
る
か
に
開
し
､
こ
の
二
十
年
前
後
に
様
々
な
議
論
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
｡

従
来
､
イ
ン
ド
の
十
八
世
紀
は

｢暗
黒
｣
の

｢衰
微
｣
し
た
時
代
で
あ
-
､

イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
は
そ
の
衰
退
し
た
イ
ン
ド
を
根
本
的
に
襲
え
た
の

で
あ
-
､
し
た
が
っ
て
十
八
世
紀
は
革
命
的
な
奨
化
を
遂
げ
た

｢断
絶
｣
の

時
代
で
あ
る
と
い
う
解
程
が
通
説
で
あ

っ
た
｡
こ
う
し
た
解
程
に
暫
し
､
そ

れ
を
批
判
す
る
研
究
者
達
-

｢修
正
撃
沈
｣
と
呼
ば
れ
る
-

は
､
十
八

世
紀
に
も
持
積
的
な
馨
展
が
あ
-
､
ム
ガ
ル
帝
園
は
衰
退
し
た
が
､
そ
の
馨

展
は
ム
ガ
ル
帝
国
の
解
鰹
と
並
行
し
て
登
場
す
る
各
地
の

｢継
承
国
家
｣
が

引
き
継
い
で
い
っ
た
､
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
も
､
イ
ン
ド
を
イ
ギ

リ
ス
型
の
原
理
で
置
き
換
え
て
支
配
し
た
の
で
は
な
-
､
イ
ン
ド
祉
合
と
の

｢封
話
｣
あ
る
い
は

｢
や
-
と
-
｣
に
よ
っ
て
融
和
的
な
支
配
を
導
い
て
い

っ
た
の
だ
と
主
張
し
た
｡
い
わ
ば
､
｢暗
黒
｣
に
野
し
て

｢馨
展
｣
を
､
｢断

絶
｣
に
封
し
て

｢持
積
｣
を
野
置
さ
せ
､
十
八
世
紀
の
解
樺
を

一
愛
さ
せ
る

議
論
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
歴
史
研
究
の
近
年
の
事
態
は
､
イ
ン
ド
史
叙

述
の
革
命
と
さ
え
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡

本
書
評
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
､
こ
の
十
八
世
紀
問
題
の
展
開
が
､
ム

ガ
ル
時
代
の
理
解
の
再
考
を
も
要
請
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
､

持
頼
性
を
主
張
す
る
立
場
か
ら
は
､
そ
も
そ
も
ム
ガ
ル
朝
の
支
配
は
､
書
二

的
な

｢壁
か
ら
壁

へ
械
敬
が
敷
か
れ
て
い
る
｣
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
､
も

と
も
と
帝
園
の
接
大
に
よ
っ
て
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
地
方
の
状
況
に

(-
)

封
癒
し
た
混
合
的
な

｢
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
布
｣
の
よ
う
な
も
の
で
あ
-

､

し

た
が
っ
て
'
ム
ガ
ル
朝
か
ら
継
承
囲
家

へ
の
移
行
の
問
題
は
'
ム
ガ
ル
牒
制

の
下
で
の
中
央
と
地
方
と
の
関
係
の
性
格
を
持
頼
さ
せ
た
も
の
で
あ

っ
た
と
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言
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
見
方
か
ら
す
れ
ば
､
ム
ガ
ル
牒
制
を
支
え
る

典
型
的
な
制
度
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ー
ギ
ー
ル

(知
行
地
)
制
や
マ
ン
サ
ブ
ダ
ー

リ
ー

(位
階
)
制
に
つ
い
て
も
､
そ
の
賓
態
は
多
様
で
あ
-
､
制
度
の
理
念

を
賓
態
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
り
､
中
央
と

地
方
と
の
関
係
の
賓
態
に
即
し
た
再
考
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
ム
ガ
ル
牒
制
の
書
〓

性

へ
の
疑
問
に
加
え
て
､
十
八
世
紀
の

ム
ガ
ル
牒
制
の
奨
化
を
崩
壊
と
み
な
す
か
馨
展
と
み
な
す
か
に
開
し
､
硯
鮎

を
ど
こ
に
置
-
か
が
問
題
と
な

っ
た
｡
従
来
の
崩
壊
説
は
'
農
業
生
産
と
地

税
徴
収
牒
制
の
分
析
に
主
眼
を
置
き
､
ム
ガ
ル
朝
に
よ
る
地
税
徴
収
の
強
化

が
農
民
の
反
乱
や
ジ
ャ
ー
ギ
ー
ル
ダ
ー
ル
と
ザ
ミ
ン
ダ
ー
ル
と
の
協
力
関
係

の
破
壊
を
招
き
､
ひ
い
て
は
ム
ガ
ル
膿
制
の
崩
壊
を
導
い
た
と
解
程
し
て
き

た

(後
述
す
る
よ
う
に
､
近
藤
氏
の
議
論
は
こ
れ
に
近
い
)
｡
そ
れ
に
暫
し
､

馨
展
を
重
視
す
る
研
究
は
､
農
業
牒
制
よ
-
は
む
し
ろ
商
業
交
易
活
動
に
着

目
し
､
地
方
の
地
域
社
合
に
お
け
る
商
業
化
と
現
金
経
済
の
馨
展
が
地
域
政

治
の
活
性
化
を
促
し
た
と
主
張
し
､
地
域
に
お
け
る
商
業
交
易
活
動
と
そ
の

拾
い
手
の
活
動
､
地
域
市
場
の
馨
展
に
注
目
し
た
｡
地
税
徴
収
牒
制
に
関
し

て
も
､
ム
ガ
ル
朝
の
軍
事
財
政
構
造
の
中
で
徴
税
を
拾
う
様
々
な
出
自

の

｢中
間
者
｣
の
撞
頭
に
注
目
し
､
こ
れ
ら

｢中
間
者
｣
は
､
ム
ガ
ル
囲
家
と

社
食
の
中
開
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
-
､
商
人
､
徴
税
請
負
人
､
軍
人
､
知

識
人
な
ど
様
々
な
階
層
の
出
身
者

(
｢無
任
所
資
本
家
｣
p
o
rtf
o-io
capi･

ta-istと
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
)
で
､
彼
ら
が
政
治
化
し
､
地
方
政
治
権

力
と
提
携
し
た
こ
と
が
､
ム
ガ
ル
朝
の
崩
壊
に
反
比
例
し
て
撞
頭
す
る
継
承

(
2
)

国
家
と
結
び
つ
い
た
と
説
明
さ
れ
る

｡

以
上
の
よ
う
な
議
論
に
加
え
､
本
書
評
と
は
直
接
関
係
が
な
い
の
で
こ
こ

で
は
省
略
す
る
が
､
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
支
配
の
始
期
を

一
七
五
七
年
の
プ
ラ

ッ
シ
ー
後
の
時
期
に
置
き
､
そ
の
前
後
の
時
期
に

｢断
絶
｣
を
見
出
す
か
､

む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
牒
制
が
確
立
す
る

一
八
二
〇
-
三
〇
年
代

ま
で
始
期
を
延
ば
す
か
ど
う
か
､
植
民
地
支
配
の
意
味
を
､
イ
ン
ド
融
合
を

根
本
的
に
改
愛
し
て
い
っ
た
も
の
か
､
そ
れ
と
も
イ
ン
ド
融
合
と
の
や
-
と

-
の
中
か
ら
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
か
､
な
ど
に
つ
い
て
も
多
-
の
議
論
が

出
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
ム
ガ
ル
朝
研
究
が
､
十
八
世
紀
を
架
け

橋
に
し
て
'
よ
-
幅
の
あ
る
時
代
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
､
新
た
な

議
論
の
封
象
と
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
こ
う
｡

そ
れ
で
は
､
本
書
の
内
容
を
み
て
い
-
｡

第

一
章
か
ら
三
幸
ま
で
は
､
皇
帝
と
農
民
､
お
よ
び
そ
の
中
閲
に
位
置
す

る
階
層
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
で
あ
る
｡
第

一
章

｢
ア
ク
パ
ル
時
代
の
イ
ン

ド
観
｣
と
第
二
章

｢
ア
ブ
ル

･
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
｣
で
は
､
ム
ガ
ル
朝
の

重
要
な
史
料
で
あ
る

『
ア
ク
パ
ル

･
ナ
-
マ
』
お
よ
び

『
ア
ク
パ
ル
合
典

(
ア
-
イ
ー
二
･
ア
ク
バ
リ
ー
)』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
ブ
ル

･
フ

ア
ズ
ル
の
イ
ン
ド
観
と
皇
帝
観
が
取
-
あ
げ
ら
れ
る
｡
第

一
章
で
は
､
ま
ず
､

イ
ン
ド
の
地
理
的
特
徴
､
イ
ン
ド
人
の
徳
性
､
そ
の
信
仰
､
特
に
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
の
特
徴
､
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
配
合
の
閉
鎖
性
､
風
習
､
資
源
な
ど
に
つ
い

て
の
記
述
内
容
が
分
析
さ
れ
る
｡
そ
こ
で
は
､
イ
ン
ド
の
も
つ
映
鮎
が
ア
ク

パ
ル
皇
帝
に
よ
っ
て
大
き
-
改
善
さ
れ
､
贋
大
で
多
様
な
大
帝
国
の
統
治
も
､

神
に
よ
っ
て
賦
興
さ
れ
た
最
高
知
､
能
力
を
皇
帝
が
備
え
､
父
長
と
し
て
分

け
隔
て
な
-
人
民
を
保
護
す
る
と
い
う
皇
帝
権
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
-
､

皇
帝
ア
ク
パ
ル
は
､
そ
れ
を
牒
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
ア
ブ
ル

･
フ
ァ
ズ

ル
の
主
張
の
特
徴
が
摘
出
さ
れ
て
い
る
｡
頼
-
第
二
章
で
は
､
こ
の
よ
う
な

ア
ブ
ル

･
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
が
､
近
世
的
猫
裁
君
主
論
と
し
て
の
特
徴
を

も
つ
も
の
で
あ
る
と
し
､
上
の
二
著
を
詳
し
-
分
析
し
て
い
る
｡
そ
し
て
､
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そ
こ
か
ら
､
皇
帝
ア
ク
パ
ル
が
宗
教
上
も
至
上
性
を
獲
得
し
､
崇
拝
の
野
象

と
な

っ
て
い
っ
た
こ
の
時
期
の
思
想
状
況
を
示
唆
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
最
初
の
二
つ
の
章
で
､
帝
団
を
ま
と
め
上
げ
る
上
で
の
皇

帝
の
機
能
を
考
察
し
た
あ
と
､
第
三
章

｢
ム
ガ
ル
朝
時
代
に
お
け
る
土
地
制

度
の
奨
遷
｣
で
は
､
二
つ
の
政
令
を
史
料
と
し
て
､
土
地
制
度
の
奨
蓮
と
､

皇
帝
か
ら
農
民
に
至
る
融
合
階
層
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
｡
本
書
の

一
つ
の

大
き
な
柱
に
な

っ
て
い
る
章
で
あ
る
の
で
､
多
少
詳
し
-
紹
介
し
て
お
こ
う
｡

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
税
査
定
の
方
式
と
し
て
､
ア
ク
パ
ル
時
代
に
は
丈
量
法
が

賓
施
さ
れ
て
い
た
が
､
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ
時
代
に
な
る
と
定
額
地
租
ま
た

は
刈
分
地
租
が
賓
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
｡
ま
た
､
査
定
さ
れ
た
地

租
の
徴
収
方
法
に
関
し
て
も
'
ア
ク
パ
ル
時
代
に
は
個
々
の
農
民
か
ら
徴
税

官
に
よ
っ
て
直
接
徴
収
さ
れ
て
い
た
が
､
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ
時
代
に
な
る

と
､
村
落
や
郡
を
単
位
に
し
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が

一
般
化
し
た
｡
こ
の
課

税

･
徴
税
業
務
に
携
わ
る
収
税
官
は
､
郡
長
や
郡
書
記
､
村
長
や
村
書
記
な

ど
の
農
民
代
表
の
協
力
を
得
て
そ
の
職
務
を
行

っ
た
が
､
そ
の
過
程
で
そ
れ

ら
の
農
民
代
表
は
特
権
的
な
性
格
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
｡

他
方
､
農
民
が
ど
の
よ
う
な
権
利
を
も
ち
､
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
義
務

を
持

っ
て
い
た
か
が
問
題
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
検
討
が

加
え
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
政
令
の
注
程
家
が
､
土
地
の
所
有
権
は
国
王
に

あ
-
､
耕
作
農
民
は
土
地
か
ら
の
生
産
物
の
所
有
者
に
過
ぎ
な
い
と
解
程
し

て
い
る
の
に
封
し
て
､
著
者
は
､
同
じ
政
令
の
中
に
､
昔
時
の
農
民
が
土
地

の
責
買
や
相
績
､
抵
富
化
の
権
利
を
も
ち
､
用
役
権
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
と
し
､
賓
質
的
な
私
的
所
有
権
が
存
在
し
た
と
す
る
｡
農
民

の
義
務
は
地
租
支
拭
い
で
あ
る
が
､
極
め
て
高
率
の
地
租
を
､
囲
家
が
強
制

力
を
用
い
て
農
民
か
ら
徴
収
し
て
い
た
｡
国
家
の
施
策
は
農
民
の
土
地

へ
の

緊
縛
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
-
､
し
た
が

っ
て
､
こ
の
時
期
の
農
民
の
性
格

は
､
土
地
を
耕
作
す
る
占
有
権
を
持

っ
た
土
地
占
有
者
で
あ
-
､
土
地
に
緊

縛
さ
れ
た
国
家
的
隷
属
農
民
､
隷
農
で
あ

っ
た
と
性
格
づ
け
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
農
民
を
性
格
づ
け
た
の
ち
､
著
者
は
､
中
開
介
在
者
の
問
題

を
論
ず
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
国
家

(皇
帝
)
も
農
民
も
排
他
的
な
異
の
私

的
土
地
所
有
者
で
は
な
-
､
両
者
の
間
に
､
領
地
保
有
者
や
ザ
ミ
ン
ダ
ー
ル

な
ど
の
中
間
介
在
者
が
重
層
的
に
存
在
し
た
｡
そ
れ
ら
中
間
介
在
者
も
土
地

に
野
し
て

一
定
の
権
限
を
有
し
て
お
-
､
し
た
が

っ
て
､
土
地
の
重
層
的
保

有
関
係
が
存
在
し
て
い
た
｡

こ
う
し
て
､
農
民
と
皇
帝
､
お
よ
び
そ
の
中
問
に
あ
る
中
開
介
在
者
と
い

う
構
造
を
指
摘
し
た
後
に
､
著
者
は
､
こ
の
中
開
介
在
者
の
中
か
ら
有
力
者

が
猫
立
を
確
保
し
て
い
-
過
程
で
ム
ガ
ル
朝
国
家
は
解
牒
し
て
い
-
と
論
ず

る
の
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
､
中
開
介
在
者
の
成
長
の
理
由
は
､
丈
量
法
か

ら
定
額
地
租
制
や
刈
分
地
租
制

へ
の
移
行
と
結
び
つ
け
て
解
程
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
村
落

へ
の

一
括
賦
課
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
で
､

徴
税
に
関
わ
る
中
開
介
在
者
達
が
､
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
地
租
に
加
え
て

自
ら
の
利
害
の
た
め
に
農
民
か
ら
の
追
加
搾
取
を
強
化
し
た
｡
そ
の
結
果
'

一
部
の
中
間
介
在
者
は
猫
立
し
て
上
級
権
力
者
的
な
存
在
と
な
る
傾
向
が
強

ま
る

一
方
で
､
農
民
層
の
問
で
も
階
層
分
化
が
進
み
､

一
部
の
農
民
の
有
力

化
と
虞
範
な
農
民
の
零
落
化
が
生
じ
た
｡
そ
し
て
､
農
民
の

一
部
は
集
圏
的

な
逃
散
や
反
乱
と
い
う
形
で
抵
抗
を
強
め
､
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ
の
治
世
以

降
の
ム
ガ
ル
朝
の
分
解

へ
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
い
う
解
程
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
第
三
章
で
は
､
ム
ガ
ル
朝
の
解
腰
が
､
も

っ
ぱ
ら
地
租

徴
収
牒
制
と
の
連
関
で
理
解
さ
れ
て
お
-
､
先
の
十
八
世
紀
問
題
と
の
関
連

で
言
え
ば
､
同
じ
-
中
間
介
在
者
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
立
て
ら
れ
て
い
る
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も
の
の
､
い
わ
ゆ
る
馨
展
波
の

｢中
開
者
｣
の
場
合
は
､
｢無
任
所
資
本
家
｣

と
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
商
人
､
徴
税
請
負
人
､
軍
人
､
知
識
人
な
ど
の

様
々
な
階
層
の
出
身
者
を
含
む
概
念
で
あ

っ
た
が
､
こ
こ
で
の
中
間
介
在
者

の
場
合
は
､
基
本
的
に
地
租
徴
収
腰
制
に
関
わ
る
階
層
と
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
｡

著
者
は
､
し
か
し
な
が
ら
'
ム
ガ
ル
期
の
愛
動
を
'
地
租
徴
収
鰹
制
の
文

脈
か
ら
の
み
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
績
-
第
四
章
か
ら
第

八
章
ま
で
で
､
地
租
徴
収
牒
制
と
連
関
す
る
商
工
業
の
展
開
や
､
交
易
を
中

心
と
し
た
ム
ガ
ル
朝
と
外
の
世
界
と
の
関
係
を
､
様
々
な
施
行
記
を
中
心
と

す
る
各
種
史
料
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
､
ム
ガ
ル
朝
全
膿
を
封

象
と
は
し
て
い
る
が
､
地
域
的
に
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー

ト
で
あ
る
｡
簡
単
に
､
そ
の
内
容
を
み
て
お
こ
う
｡

第
四
章

｢
ム
ガ
ル
朝
時
代
に
お
け
る
商
工
業
の
展
開
｣
は
､
首
都
ア
-
グ

ラ
を
め
ぐ
る
商
取
引
'
交
通
運
輸
の
状
況
､
綿
業
の
中
心
地
グ
ジ
ャ
ラ
1
-

で
の
生
産
の
害
態
､
港
町
ス
ー
ラ
ト
で
の
外
囲
交
易
の
様
子
な
ど
が
措
か
れ

て
い
る
章
で
あ
る
｡
そ
こ
か
ら
､
著
者
は
ム
ガ
ル
朝
イ
ン
ド
の
商
工
業
の
高

度
な
展
開
を
確
認
し
､
そ
れ
が
ム
ガ
ル
朝
の
貢
租
徴
収
憶
制
の
限
界
を
超
え

て
い
た
可
能
性
を
も
考
慮
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
事
態
が
ど
の
程

度

一
般
化
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
判
断
は
か
な
-
慎
重
で
あ
る
｡
そ
れ
に

関
し
て
､
ム
ガ
ル
期
の
商
業
経
済
の
登
展
が
､
な
ぜ
さ
ら
に
融
合
馨
展
を
推

進
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
の
設
問
を
立
て
て
は
い
る
が
､

幾
つ
か
の
説
を
紹
介
す
る
に
留
ま
-
､
自
身
の
結
論
に
つ
い
て
は
同
様
に
慣

重
で
あ
る
｡

第
五
章

｢
ム
ガ
ル
朝
権
力
と
豪
商
｣
で
は
､
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ー
地
方
の

一
人

の
大
商
人
が
例
に
と
-
あ
げ
ら
れ
､
ム
ガ
ル
朝
関
係
者
と
の
金
融
取
引
を
は

じ
め
と
す
る
様
々
な
活
動
の
賓
態
が
詳
し
-
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
第
六
章

｢
ム
ガ
ル
朝
時
代
の
園
内
交
易
路
｣
で
は
､
園
内
の
交
易
路
の
事
情
と
そ
の

奨
化
が
､
古
代
か
ら
､
デ
リ
ー
･
サ
ル
タ
ナ
ッ
ト
期
､
ム
ガ
ル
朝
､
十
八
世

紀
後
半
の
順
に
叙
述
さ
れ
､
第
七
章

｢
ム
ガ
ル
朝
時
代
の
イ
ン
ド
洋
と
日

本
｣
は
､
さ
ら
に
イ
ン
ド
洋
に
考
察
の
野
象
を
接
げ
､
特
に
日
本
と
の
関
係

を
論
じ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
､
十
六
-
十
七
世
紀
に
活
馨
化
す
る
日
本
人
商

人
達
の
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
進
出
と
､
そ
れ
ら
東
南
ア
ジ
ア
諸
港
で
活
躍
し
た

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ー
商
人
の
活
動
､
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
束
イ

ン
ド
曾
社
や
中
国
商
人
達
が
日
本
と
イ
ン
ド
の
閲
を
結
ん
だ
貿
易
の
様
相
が

措
か
れ
て
い
る
｡
第
八
章

｢オ
ー
ヴ
イ
ン
グ
ト
ン
の
ス
ー
ラ
ト
訪
問
と
喫
茶

擁
護
論
｣
は
､
十
七
世
紀
末
に
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
の
ス
ー
ラ
ト
に
二
年
牛
の
聞

滞
在
し
､
滞
在
記
を
出
版
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
牧
師
に
よ
る

『茶
の
属
性
と
特

質
に
関
す
る
小
論
』
を
全
詳
し
た
章
で
あ
る
｡
著
者
は
､
イ
ギ
リ
ス
が
十
八

世
紀
に
茶
の
輸
入
を
急
増
さ
せ
て
い
-
ひ
と
つ
の
要
因
と
し
て
､
ス
ー
ラ
ト

を
中
継
す
る
中
囲
茶
貿
易

へ
の
知
識
を
背
景
と
し
て
記
述
さ
れ
た
同
書
が
何

ら
か
の
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
｡

第
九
章
と
第
十
章
は
､
再
び
ム
ガ
ル
朝
支
配
の
分
析
に
戻
-
､
宗
教
問
題
､

特
に
少
数
派
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
多
数
派
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
と
の
関

係
を
論
じ
て
い
る
｡
第
九
章

｢
ム
ガ
ル
朝
時
代
の
宗
教
と
文
化
｣
で
は
､
ム

ガ
ル
朝
イ
ン
ド
と
西
方
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
家
と
の
関
係
､
イ
ン
ド
園
内
に
お

け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
宗
波
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
の
関
係
､
お
よ
び
､
そ

れ
ら
の
関
係
の
中
で
生
み
だ
さ
れ
た
イ
ン
ド

･
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
特
色
を

論
じ
た
章
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
ま
ず
､
ア
ク
パ
ル
に
よ
る
ム
ガ
ル
朝
の
皇
帝

権
に
関
わ
る
宣
言

(
一
五
七
九
年
)
が
取
-
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
宣
言

は
､
ム
ガ
ル
朝
皇
帝
が
カ
リ
フ
の
権
能
を
持
ち
､
サ
フ
ァ
ヴ
イ
ー
朝
を
ほ
じ
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め
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
封
し
て
も
ム
ガ
ル
皇
帝
が
猫
立
し
た
地
位
に

あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
-
'
園
内
の
ウ
ラ
マ
-
暦

に
封
し
て
も
皇
帝
の
宗
教
的
権
威
を
決
定
づ
け
､
皇
帝
が
聖
俗
南
方
で
の
最

高
権
威
者
で
あ
る
と
す
る
牒
制
を
確
立
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
-
､
ア
ク

パ
ル
は
､
こ
の
宣
言
に
反
馨
す
る
大
き
な
反
乱
を
鋸
墜
し
､
安
定
し
た
猫
裁

君
主
権
を
確
立
し
た
｡
こ
う
し
た
議
論
に
績
い
て
､
著
者
は
､
ム
ガ
ル
朝
支

配
下
で
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
は
､
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
徒
に
封
し
て
厳
し
-
野
庭
す
る
正
統
派
と
､
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
が
少

数
派
で
あ
る
と
い
う
現
賓
か
ら
宥
和
的
な
封
歴
を
行
う
ア
ク
パ
ル
に
代
表
さ

れ
る
折
衷
主
義
と
の
二
つ
の
潮
流
が
宮
廷
の
勢
力
争

い
と
し
て
現
出
す
る
よ

う
に
な
る
と
し
､
そ
の
具
腰
的
事
例
と
し
て
シ
ャ
ー
ジ
ャ
ハ
ー
ン
帝

(在
位

一
六
二
八
-
五
八
)
の
皇
子
で
あ
る
ダ
ー
ラ
ー
･
シ
ユ
コ
-
と
ア
ウ
ラ
ン
グ

ゼ
-
ブ
の
封
立
を
ひ
い
て
い
る
｡
こ
の
争
い
に
勝
利
し
た
正
統
波
の
ア
ウ
ラ

ン
グ
ゼ
-
ブ
帝
は
､
非
ム
ス
リ
ム
へ
の
人
頭
税
復
活
な
ど
の
施
策
に
よ
っ
て
､

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
達
の
離
反
を
促
し
た
だ
け
に
留
ま
ら
ず
､
厳
格
な
ス
ン
ナ

派
ム
ス
リ
ム
で
あ

っ
た
が
た
め
に
､
デ
カ
ン
地
方
の
シ
ー
ア
汲
イ
ス
ラ
ー
ム

王
国
を
併
合
す
る
拳
に
出
た
｡
そ
の
結
果
､
ム
ガ
ル
朝
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
マ

ラ
ー
タ
-
王
国
と
直
接
的
に
封
立
す
る
こ
と
に
な
-
､
結
局
ム
ガ
ル
帝
国
の

弱
腰
化
を
導
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
ム
ガ
ル
朝
解
腰
の

一
因
と
し
て
､
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ
に
代
表
さ
れ
る
正
統
汲
イ
ス
ラ
ー
ム
勢

力
の
宗
教
的
姿
勢
が
あ

っ
た
と
の
解
稗
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
､

章
の
最
後
に
､
イ
ン
ド

･
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
の
馨
達
が
普
遍
的
イ
ス
ラ
ー
ム

の
イ
ン
ド
的
定
形
化
の
過
程
で
あ
-
､
種
々
の
緊
張

へ
の
野
庭
化
の
過
程
で

も
あ

っ
た
こ
と
､
そ
こ
で
は
神
秘
主
義
思
想
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
､
両
文
化
の
融
合
の
例
と
し
て
建
築
が
あ
-
､
満
目
の
建
築
様
式
と
し
て

ム
ガ
ル
建
築
が
発
展
し
た
こ
と
､
同
様
な
融
合
の
例
と
し
て
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語

が
あ
る
こ
と
な
ど
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡

第
十
章

｢
ム
ガ
ル
朝
権
力
と
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
地
方
的
宗
教
｣
で
は
､
イ

ス
ラ
ー
ム
国
家
で
あ
る
ム
ガ
ル
朝
が
､
墜
倒
的
多
数
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
､

と
-
に
宗
教
関
係
者
に
野
し
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
し
た
か
が
検
討
さ
れ

て
い
る
｡
取
-
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
､
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
方
に
あ

っ
た

シ
ヴ
ァ
汲
､
ヴ
イ
シ
ユ
ヌ
汲
そ
れ
ぞ
れ
の
修
道
場
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
｡

そ
こ
か
ら
､
こ
れ
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
修
道
場
が
､
恩
賞
地

(イ
ナ
-
ム
)
を

受
け
て
税
や
課
徴
金
の
免
除
を
受
け
る
代
わ
-
に
､
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
ム

ガ
ル
国
家
の
永
積
の
た
め
に
専
心
所
蒔
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
と
い
う
関

係
が
見
出
さ
れ
､
ム
ガ
ル
権
力
に
よ

っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
宗
教
関
係
者
が
､

民
衆
把
握
の
装
置
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
｡

第
十

一
章

｢
ム
ガ
ル
朝
時
代
の
文
書
行
政
｣
は
､
ム
ガ
ル
朝
の
支
配
方
式

が
文
書
主
義
と
言
え
る
よ
う
な
大
量
の
文
書
に
も
と
づ
-
支
配
で
あ

っ
た
こ

と
を
､
政
令
文
書
の
あ
-
か
た
の
分
析
に
よ
っ
て
示
そ
う
と
し
た
章
で
あ
る
｡

『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
を
史
料
と
し
て
､
皇
室
､
軍
､
財
務
､
宗
教
と
い
う
ム

ガ
ル
朝
の
官
僚
牒
制
の
部
門
構
成
に
は
じ
ま
-
､
政
令
馨
給
ま
で
の
プ
ロ
セ

ス
､
政
令
の
二
形
態
､
形
式
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
い
分
析
が
さ
れ
た
後
に
､

政
令
の
具
憶
例
が
幾

つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

第
十
二
幸

｢
パ
ー
プ
ル
時
代
研
究

の
新
し

い
到
達
鮎
-

聞
野
英
二

『パ
ー
プ
ル

･
ナ
-
マ
の
研
究
』
Ⅲ

(語
注
)
に
別
し
て
｣
は
､
題
名
通
-
､

問
野
氏
の
講
書
の
書
評
で
あ
-
､
特
に
こ
こ
で
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
で
あ

ろ
う
｡

以
上
十
二
の
章
に
加
え
､
別
章

一

｢
ア
ク
パ
ル
歳
言
集
｣
と
別
章
二

｢
ム
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ガ
ル
朝
イ
ン
ド
史
の
史
料
文
献
｣
が
あ
る
が
､
前
者
は

『
ア
ク
パ
ル
合
典
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
蔵
言
集
の
全
課
で
あ
-
､
後
者
は
ム
ガ
ル
朝
イ
ン
ド
史

研
究
の
手
引
き
と
も
言
え
る
史
料

･
文
献
解
題
で
あ
る
｡
な
お
､
巻
末
に
は
､

通
常
の
索
引
､
参
考
文
献
リ
ス
ト
に
加
え
て
､
用
語

一
覧
､
略
年
表

･
系
園

が
附
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
が
､
本
書
の
主
な
内
容
と
構
成
で
あ
る
｡
以
下
､
十
八
世
紀
問
題
の

議
論
を
踏
ま
え
て
､
内
容
に
若
干
の
検
討
を
加
え
た
い
｡
ま
ず
､
構
成
を
見

渡
し
た
だ
け
で
も
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
､
本
書
で
は
､
時
期
的
に
は
ム
ガ

ル
朝
イ
ン
ド
の
最
初
期
で
あ
る
パ
ー
プ
ル
期
か
ら
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ
期
ま

で
を
､
空
間
的
に
は
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
を
中
心
に
､
ム
ガ
ル
朝
イ
ン
ド
だ
け
で

は
な
-
､
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
は
も
と
よ
-
､
イ
ン
ド
洋
か
ら
日
本
に
い
た
る

地
域
を
､
ま
た
イ
シ
ュ
ー
と
し
て
は
､
皇
帝
か
ら
中
開
階
層
､
農
民
､
商
人

な
ど
の
様
々
な
祉
合
屠
､
地
租
徴
収
機
構
に
ま
つ
わ
る
統
治
方
式
'
商
工
業

活
動
の
薯
態
､
陸
上

･
海
上
交
通
の
奨
遷
､
宗
教
政
策
､
さ
ら
に
は
研
究
者

の
た
め
の
史
料
案
内
ま
で
､
薯
に
贋
範
な
分
野
に
わ
た
る
分
析
が
行
わ
れ
て

い
る
｡
他
の
分
野
に
較
べ
て
研
究
者
盾
の
極
め
て
薄
い
我
が
国
で
の
ム
ガ
ル

朝
研
究
の
状
況
下
で
､

一
次
史
料
を
基
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て

き
た
著
者
の
長
年
の
研
鎮
と
そ
の
成
果
に
封
し
､
あ
ら
た
め
て
敬
意
と
祝
意

を
示
し
た
い
｡
も
ち
ろ
ん
､
評
者
の
役
割
は
本
書
の
書
評
で
あ
-
､
幾

つ
か

問
題
と
感
じ
た
鮎
に
つ
い
て
､
以
下
に
指
摘
し
た
い
｡

第

一
に
､
そ
う
し
た
長
年
の
成
果
で
は
あ
る
が
､
著
者
の
議
論
は
あ
-
ま

で
禁
欲
的
で
あ
-
､
基
本
的
に
は
史
害
の
積
み
上
げ
を
中
心
と
し
た
も
の
で

あ

っ
て
､
何
ら
か
の
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
｡
そ
れ
は
､
多
分
に
､
現
研
究
段
階
で
の
賓
謹
作
業
の
不
足
や
史
料
の
あ

-
方
に
因
る
も
の
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
､
限
ら
れ
た
賓
澄
か
ら
で
は
あ

っ

て
も
､
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
紹
介
す
る
だ
け
で
は
な
-
､
硯
研
究
段
階
で

何
ら
か
の
ム
ガ
ル
朝
イ
ン
ド
の
性
格
を
結
論
的
に
提
示
し
､
著
者
自
身
の
議

論
が
従
来
の
研
究
史
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
明
示
的
に

提
示
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
ろ
う
｡
充
分
な
賓
澄
レ
ベ
ル
に
達
し
な
い
ま
ま

論
争
に
明
け
暮
れ
る
と
い
う
状
況
も
確
か
に
問
題
で
は
あ
る
が
､
果
て
し
の

な
い
薯
諒
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
､
敢
え
て
論
争
を
挑
み
､
そ
れ
に
よ
っ
て

共
通
の
問
題
を
見
出
し
て
い
-
と
い
う
方
向
も
重
要
な
意
義
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
評
者
は
考
え
る
｡

第
二
に
､
こ
れ
も
第

一
の
鮎
と
関
わ
る
が
､
皇
帝
論
か
ら
は
じ
ま
-
､
農

民
の
状
況
や
､
商
工
業
関
係
者
に
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
加
え
る
な
ど
､
確
か
に

廉
い
問
題
領
域
に
渡

っ
て
考
察
が
な
さ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
､
そ
れ
な
-

に
次
の
章
に
連
関
し
て
議
論
が
進
む
の
で
あ
る
が
､
言
う
な
れ
ば
数
珠
繋
ぎ

的
な
議
論
の
流
れ
に
な

っ
て
お
-
､
全
腰
の
構
造
連
関
が
明
示
さ
れ
て
い
な

い
｡
結
論
に
あ
た
る
章
を
立
て
､
そ
の
中
で
､
例
え
ば
､
皇
帝
観
､
徴
税
制

度
､
中
開
介
在
者
､
商
業
従
事
者
､
海
外
交
易
'
宗
教
政
策
な
ど
の
分
析
を

経
て
､
ム
ガ
ル
支
配
の
性
格
と
そ
の
奨
化
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の

か
に
つ
い
て
､
近
年
の
研
究
史
と
の
関
連
で
議
論
が
必
要
で
は
な
か

っ
た
か
｡

例
え
ば
､
十
八
世
紀
問
題
と
直
接
関
連
す
る
問
題
と
し
て
は
､
著
者
の
議
論

は
､
基
本
的
に
は
地
租
徴
収
機
構
に
お
け
る
農
民

へ
の
税
要
求
の
苛
酷
さ
と
､

そ
れ
に
封
抗
す
る
農
民
の
反
抗
に
ム
ガ
ル
朝
崩
壊
の
契
機
を
見
出
す
イ
ル
フ

ア
ン

･
ハ
ビ
ー
プ
氏
の
議
論
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
､
い
わ
ゆ
る
修
正
学
派

の
議
論
が
出
て
き
た
今
日
の
時
鮎
で
､
ど
の
よ
う
な
見
解
を
有
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
｡
商
人
の
事
例
研
究
が
含
ま
れ
て
い
る
が
､
こ
の
事
例
研
究
で

は
､
ム
ガ
ル
朝
の
封
ジ
ャ
イ
ナ
教
徒
政
策
と
の
連
関
か
ら
主
に
議
論
さ
れ
て

い
る
も
の
の
､
十
八
世
紀
に
お
け
る

｢馨
展
｣
を
掩
う
と
さ
れ
る
修
正
学
派
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の
い
う
と
こ
ろ
の
重
要
な
概
念
で
あ
る

｢中
開
者
｣
と
の
関
係
で
は
､
こ
の

事
例
に
あ
る
よ
う
な
商
人
は
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
さ
ら

に
'
ム
ガ
ル
支
配
の
書
二

的
支
配
の
害
態
に
関
し
て
多
-
の
疑
問
が
出
さ
れ

て
い
る
現
在
､
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
域
の
事
例
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う

る
の
か
｡
極
め
て
整
然
と
し
た
方
式
に
目
に
映
る
文
書
行
政
の
賓
態
は
､
こ

う
し
た
議
論
に
封
し
て
ど
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
の
だ
ろ
う

ヽ
○

カ

第
三
に
､
ア
ブ
ル

･
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
が
､
近
世
的
猫
裁
君
主
像
で
あ

っ
て
､
彼
の
仕
え
る
ア
ク
パ
ル
が
そ
の
具
懐
的
な
姿
で
あ
る
と
す
る
鮎
に
つ

い
て
｡
仮
に
ア
ク
パ
ル
が
人
々
の
閲
の

｢普
遍
的
和
解
｣
を
囲
-
､
融
合
的

に
も
宗
教
的
に
も
様
々
な
階
層
や
集
圏
に
分
か
れ
て
封
立
す
る
人
々
が
皇
帝

の
も
と
に
和
解
し
て
平
安
に
暮
ら
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
､
そ
の
意
味
で
近
世

的
猫
裁
君
主
と
性
格
附
け
ら
れ
た
と
し
て
も
､
宗
波
的
封
立
の
中
で
覇
権
を

撞
-
､
自
己
の
宗
派
色
の
濃

い
政
策
を
行

っ
た
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
-
ブ
帝
に
は
､

果
た
し
て
こ
の
概
念
を
昔
て
は
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
｡
近
世
的

猫
裁
君
主
と
い
う
概
念
を
重
税
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
そ
の
フ
レ
ー
ム
で
､
ム

ガ
ル
朝
期
全
腰
の
動
き
を
整
理
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
よ
う
に
､
本
書
で
は
､
様
々
な
事
象
か
ら
導
か
れ
る
結
論
部
分
に

つ
い
て
は
慣
重
な
態
度
が
貫
か
れ
て
い
る
た
め
､
論
争
史
的
な
興
味
を
抱
い

て
い
る
讃
者
に
と

っ
て
は
多
少
不
満
が
残
る
で
あ
ろ
う
｡
他
方
､
ム
ガ
ル
朝

イ
ン
ド
の
多
様
な
姿
を
､
多
-
の

一
次
史
料
を
通
し
て
自
ら
考
え
て
み
た
い

と
い
う
讃
者
に
と

っ
て
は
､
こ
れ
ほ
ど
サ
ー
ヴ
ィ
ス
精
神
に
溢
れ
た
書
は
な

い
｡
巻
末
の
懇
切
丁
寧
な
史
料

･
文
献
解
題
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
､
自
身
の
議
論
の
性
急
な
理
論
化
､
結
論
化
を
敢
え
て
避
け
､
後
進
の

研
究
者
に
多
-
の
研
究
の
手
が
か
-
を
残
す
こ
と
を
第

一
の
目
的
と
し
た
観

す
ら
あ
る
｡
ム
ガ
ル
朝
史
研
究
の
今
後
の
馨
展
を
強
-
願
う
著
者
の
期
待
が
､

お
そ
ら
-
本
書
の
こ
の
よ
う
な
構
成
と
内
容
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

こ
う
し
た
著
者
の
期
待
に
癒
え
､
こ
の
書
を
手
が
か
-
に
し
て
､
近
藤
氏
に

檀
-
若

い
世
代
の
多
-
の
研
究
者
が
､
世
界
の
イ
ス
ラ
ー
ム
人
口
の
大
き
な

割
合
を
占
め
る
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
の
歴
史
に
本
格
的
に
取

-
組
み
始
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
｡
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す
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