
デ
ュ
ル
ク
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
思
想
と
行
動

I
i
ー
オ
　
ラ
　
ソ
　
ガ
ノ
　
植
民
史
一
断
出
早
一

田

淵

保

雄

デュルク・ファン・ホッヘソドルプの思想と行動（田淵）

　
【
要
約
】
　
本
稿
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
震
源
地
と
し
た
、
東
南
ア
ジ
ヤ
、
特
に
ジ
ャ
ワ
に
お
け
る
植
斑
政
策
の
変
化
の
相
と
英
蘭
軍
事
抗
争
の
姿
を
、
ル
ツ

ソ
i
的
入
物
、
ホ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
プ
に
焦
点
を
合
せ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
＋
八
世
紀
中
葉
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
東
南
ア
ジ
ヤ
の
植
艮
地
に
も
可
成
激
し
い
変
動
が
あ
っ
た
。
マ
ゼ
ラ
ン
海
峡
か
ら
ケ
ー
プ
ま
で
、
そ
の

国
旗
を
害
え
し
て
い
た
旧
植
畏
帝
國
オ
ラ
ン
ダ
は
、
大
革
命
の
結
果
、
本
國
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
下
に
お
か
れ
、
海
外
で
は
漸
進
英
国
の
産
業
資
本
の

前
に
圧
倒
さ
れ
て
昔
隅
の
威
勢
を
失
墜
す
る
。
同
時
に
購
来
の
「
策
印
度
会
社
」
的
な
植
当
行
致
は
こ
こ
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
オ
ラ
ン
ダ

は
一
方
で
は
樹
己
を
産
業
資
本
的
に
作
り
か
え
な
が
ら
も
、
一
方
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
産
業
資
本
体
制
に
順
応
で
き
ず
、
結
局
、
　
「
商
業
体
制
」
　
「
強

制
栽
培
制
度
」
に
逆
行
す
る
。
彼
は
旧
来
の
東
印
度
会
社
的
収
奪
の
対
象
で
あ
っ
た
櫃
民
地
を
、
土
地
改
革
に
よ
り
原
住
民
に
個
人
化
を
微
底
さ
せ
て
商

品
作
物
を
奨
励
し
、
こ
れ
ら
の
政
策
を
通
じ
て
市
場
と
し
て
の
欄
民
地
に
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
彼
の
意
図
は
大
革
命
の
精
神
、
即
ち
時
代
精
神
を
植

民
地
に
適
癒
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
「
東
南
ア
ジ
ヤ
版
」
と
い
え
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
史
林
四
九
巻
㎜
号
　
一
九
穴
秤
皿
一
月

概

観

わ
が
西
洋
史
学
界
で
は
植
端
正
に
関
し
て
、
あ
ま
り
問
題
は
提
出
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
海
外
で
は
、
特
に
菓
南
ア
に
関
す
る
研
究
は
可
成

進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
英
属
・
和
蘭
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
資
料
も
こ
の

頃
で
は
話
に
よ
る
と
開
放
さ
れ
て
膚
由
に
接
近
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
き
て

　　v　、．一　NMへ

い
る
の
で
根
本
資
料
に
よ
る
こ
の
方
面
の
研
究
は
容
易
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

殊
に
、
東
南
ア
に
英
国
が
強
力
に
進
蹴
し
て
く
る
十
八
世
紀
中
葉
ま
で
、
そ

の
瀦
旗
を
わ
が
長
崎
を
「
も
含
め
て
翻
し
て
い
た
和
蘭
の
勢
力
は
何
と
し
て
も

吾
々
の
手
に
よ
っ
て
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
気
持
に
駆
り
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

て
ら
れ
る
。
ま
た
、
当
方
彌
の
研
究
を
強
力
に
刺
戟
す
る
客
観
酌
条
件
は
熟
　
α

し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
最
近
に
拙
版
さ
れ
手
許
に
は
い
っ
た
も
の
だ
け
で
　
職



も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
一
）
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o
o
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三
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①
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①
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①
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①
）
O
O
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碧
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蜜
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伴
①
窪
夢
O
①
づ
貯
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鼠
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曙
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（
お
禽
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団
）
竃
鋳
厨
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6
論
誘
叶
8
【
回
け
霧
酔
8
同
の
ぎ
σ
q
竜
。
器
｝
。
。
お
－
H
。
。
恕

　
　
（
お
＄
）

　
1
　
本
稿
は
ホ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
プ
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
囲
的
で
あ
る
が
、

彼
の
業
績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
彼
の
属
し
た
跨
代
を
克
明
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
は
世
界
は
大
変
動
期
に
は
い
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
震
源
地
と
す
る
噴
火
山
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枠
を
越
え
て
ア
ジ

ヤ
に
深
刻
な
影
響
を
あ
た
え
た
。
国
家
形
態
・
漁
家
観
だ
け
で
は
な
く
思
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

形
式
・
生
活
様
式
に
も
大
な
き
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

　
こ
の
時
期
は
所
謂
、
商
業
資
本
か
ら
産
藁
資
ホ
に
転
換
せ
ん
と
し
た
時
代

で
あ
る
。
重
商
主
義
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
植
民
地
支
配
形
式
か
ら
、
ス

ミ
ス
に
よ
っ
て
纏
ば
れ
た
よ
う
に
自
由
主
義
貿
易
に
転
変
す
る
時
期
と
い
え

る
。
潟
㊤
き
の
ω
は
こ
の
点
に
見
事
な
蓑
現
を
あ
た
え
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。

　
　
商
業
に
専
念
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
の
天
才
た
ち
も
次
の
よ
う
な
こ
と
を
発
見
す
る

　
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
小
規
摸
の
資
本
で
よ
り
大
き
い
利
益
を
考
え
る

　
よ
り
も
、
大
規
模
の
資
本
で
よ
り
少
い
利
潤
を
計
る
方
が
結
局
は
有
利
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
②

　
う
こ
と
で
あ
る
。

　
即
ち
、
古
い
時
代
の
植
民
地
行
政
1
こ
れ
は
近
代
的
な
意
味
で
は
行
政

と
い
う
名
に
値
し
な
い
一
は
物
資
の
集
積
場
と
そ
の
周
辺
の
治
安
の
確
保

の
み
を
要
求
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
か
の
悪
名
高
い
「
強
制
栽
培
制
度
」

（
（
）
藁
一
汁
¢
¢
目
　
ω
睦
⑦
一
〇
a
①
一
）
を
実
施
し
た
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ボ
ス
は
、
外
領
（
ジ

ァ
ワ
以
外
の
領
土
）
は
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
は
負
担
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
よ

う
に
後
背
地
金
体
を
帯
場
と
み
て
、
そ
れ
に
必
要
な
行
政
区
劇
を
あ
た
え
る

と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
商
業
と
い
う
の
は
本
来
の
純
粋
の
意

味
で
は
ギ
リ
シ
ャ
人
が
い
み
じ
く
も
み
た
よ
う
に
、
一
種
の
掠
奪
と
同
じ
こ

と
で
あ
る
。
海
賊
の
神
と
商
業
の
神
と
は
祖
先
が
共
通
で
あ
る
。
つ
ま
り
本

国
と
植
満
地
の
間
に
あ
る
需
要
と
供
給
の
落
差
を
利
用
し
て
稼
ぐ
も
の
で
あ

っ
て
、
商
品
の
も
つ
本
来
の
価
値
を
正
当
に
裏
現
す
る
こ
と
な
し
に
利
益
を

む
さ
ぼ
る
の
が
商
業
資
本
、
商
業
体
制
（
Q
Q
け
Φ
一
ω
①
一
　
く
伊
⇒
　
甲
H
9
添
山
①
一
）
の
姓

格
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
経
済
春
蘭
な
作
用
が
大
き
な
要
素
と
な
ら
な
け
れ
ば
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デュルク・ファン・ホッヘソドルプの思想と行動（田瀦）

な
ら
な
い
。
物
晶
取
扱
の
独
占
、
政
府
と
悪
業
麟
体
と
の
愈
着
、
最
も
少
い

資
本
で
最
も
多
く
の
利
潤
を
獲
得
す
る
た
め
の
軍
事
組
織
、
植
民
地
に
お
け

る
商
業
の
自
由
の
厳
禁
＾
こ
れ
ら
を
綜
合
し
た
完
全
独
占
体
制
な
ど
が
こ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
だ
け
で
は
な
く
、
英
國
の
東
印
度
会
社
に
し
て

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
産
業
革
命
が
進
行
し
、
そ
の
結
果
、
怒
濤
の
よ
う
な

商
繍
の
大
軍
が
押
し
寄
せ
る
ま
で
は
植
民
地
を
持
つ
こ
と
の
意
味
に
根
本
的

な
変
化
は
な
か
っ
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
大
学
の
ト
レ
ゴ
ニ
ソ
グ
氏
は
言
っ
て

い
る
。

　
　
十
九
世
紀
後
半
に
は
い
っ
て
始
め
内
部
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
影
響
を
う
け
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
西
班
牙
・
葡
萄
牙
・
和
蘭
が
ア
ジ
ヤ
に
き
て
も
、
ア
ジ
ヤ
は
本
質
的
に
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ャ
ワ

つ
た
わ
け
で
は
な
い
。
掠
奪
の
対
象
と
し
て
の
印
度
が
、
瓜
畦
が
あ
っ
た
だ

け
の
こ
と
で
、
一
握
り
の
兵
士
と
一
握
り
の
船
舶
が
硝
煙
と
交
換
に
物
資
を

吸
い
あ
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
別
段
何
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ア

ジ
ヤ
的
停
滞
性
と
封
鎖
性
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
封
ち
破
れ
る
性
質

の
も
の
で
は
な
い
。

　
従
来
の
V
・
0
・
C
（
和
蘭
束
印
度
三
三
）
体
請
内
で
は
ホ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
プ

の
よ
う
な
人
物
の
出
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
「
商
業
資
本
」
か

ら
産
業
資
本
に
転
換
す
る
時
点
に
お
い
て
、
時
代
精
神
に
指
導
原
理
を
発
見

し
て
こ
れ
に
糖
力
的
に
直
進
す
る
「
ル
ッ
ソ
i
」
的
人
物
が
禺
て
き
た
の
で

あ
る
σ
原
住
民
の
禰
祉
と
い
う
言
葉
も
、
実
は
商
業
体
制
の
属
性
で
あ
る
経

済
外
手
段
か
ら
産
業
資
本
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
始
め
て
問
題

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
思
想
、
軍
事
、
行
政
上
の
考
え
方
も
そ
れ
ら
が

可
能
で
あ
る
体
制
が
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
晃
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
2
　
仏
爾
圏
革
命
の
嵐
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
考
に
必
要
な
範
囲
で

い
う
な
ら
ば
、
私
有
財
産
制
の
一
般
化
で
あ
る
農
地
改
革
と
そ
れ
に
と
も
な

う
個
人
主
義
的
立
法
は
、
嚢
然
植
民
地
に
お
い
て
も
こ
れ
を
適
用
せ
ん
と
す

る
考
え
方
を
生
じ
さ
せ
る
歴
史
的
背
景
と
な
っ
た
。
植
民
地
は
正
の
意
味
で

も
負
の
意
味
で
も
本
国
の
模
写
で
あ
る
。
産
業
資
本
の
要
求
は
本
国
に
お
い

て
は
国
内
市
場
の
兜
全
統
一
で
あ
っ
た
と
岡
三
に
植
畏
地
に
お
い
て
も
、
ア

ジ
ヤ
的
閉
鎖
社
会
の
打
破
と
い
う
形
に
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
即
ち
村
落
的

土
地
所
有
形
態
、
総
有
形
態
を
廃
し
て
、
市
場
と
し
て
の
植
民
地
、
本
園
商

晶
を
捌
く
た
め
の
植
民
地
に
変
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
ホ
ッ
ヘ
ン
ド
ル
プ
は

明
か
に
こ
の
点
を
目
的
意
識
的
に
指
向
し
て
い
る
。
次
の
文
は
全
た
く
「
ス

ミ
ス
」
的
で
あ
る
か
ら
引
用
し
ょ
う
。

　
　
政
府
に
よ
る
強
制
と
管
理
は
産
業
を
枯
死
に
は
み
ち
び
く
。
自
由
な
く
し
て
商
業

　
は
栄
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
経
験
と
理
性
が
註
明
し
て
い
る
。
政
府
の
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
な
ら
な
い
こ
と
は
農
業
と
工
業
を
奨
励
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
仏
爾
西
革
命
の
嵐
は
決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
に
だ
け
留
っ
て
い
な
か
っ
た
。

軍
事
思
想
・
人
道
主
義
を
調
禰
さ
せ
た
彼
の
考
え
が
、
瓜
畦
の
土
地
所
有
形
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態
に
集
中
さ
れ
た
の
も
、
大
革
命
を
遙
か
遠
く
の
東
イ
ン
ド
で
体
験
し
た
結

果
で
あ
る
。
彼
は
す
ぐ
れ
て
時
代
の
子
で
あ
っ
た
。
彼
に
反
対
し
た
人
達
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
革
・
命
は
通
用
す
る
が
、
植
民
地
に
お
い
て
は
必
ず

し
も
そ
の
成
果
は
適
用
で
き
な
い
と
い
う
考
え
の
持
主
で
あ
る
。
　
「
東
印
度

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

は
奢
が
共
和
国
の
一
員
で
あ
る
」
と
彼
は
叫
ん
も
、
そ
れ
は
従
来
の
頭
脳
で

は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
思
想
で
あ
る
。
　
耳
ト
レ
ヒ
ト
大
学
の
藩
学
O
o
霞
？

艀
9
り
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
革
命
の
准
一
行
に
と
も
な
い
、
東
印
度
に
お
い
て
も
封
建
舗
の
廃
止
と
一
入
の
露
由
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
通
商
緋
一
作
の
自
由
が
土
地
泓
有
の
基
礎
の
上
に
促
進
さ
れ
た
。

　
大
革
命
は
精
神
的
に
は
個
人
主
義
を
、
物
質
的
に
は
私
有
財
産
制
の
確
立

を
も
た
ら
し
て
近
代
的
財
産
形
態
を
規
定
し
、
産
業
革
命
は
あ
ら
ゆ
る
労
働

が
均
　
に
貨
幣
化
さ
れ
う
る
塞
礎
を
用
意
し
た
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
人
種
蝿

旋
を
一
般
化
す
る
汎
世
界
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歴
史
的
現
象

は
当
然
、
植
民
地
に
お
い
て
も
在
来
の
V
・
0
・
C
的
な
統
治
形
態
で
あ
る

経
済
外
的
収
嚢
と
貿
易
独
占
を
保
持
せ
ん
と
す
る
人
達
に
対
し
て
、
継
続
的

に
そ
の
矛
盾
を
叫
ぶ
一
連
の
人
達
を
一
つ
の
類
型
と
し
て
輩
出
す
る
の
で
あ

る
。
即
ち
、
ホ
ッ
ヘ
ソ
ド
ル
プ
は
そ
の
後
継
潜
と
し
て
偉
大
な
る
英
国
の
行

政
嘗
ラ
フ
ル
ス
を
も
ち
、
，
ラ
フ
ル
ス
は
ム
チ
ン
ゲ
、
エ
ラ
ウ
ト
を
、
彼
に
直

接
つ
ら
な
る
フ
…
フ
ェ
ル
を
呼
び
禺
す
。
そ
し
て
そ
の
頂
点
に
輝
け
る
宝
石

の
ご
と
き
ダ
ウ
エ
ス
・
デ
ッ
カ
ー
を
結
晶
さ
せ
た
。
吾
々
は
ホ
氏
か
ら
デ
ッ

カ
…
に
到
る
一
連
の
自
由
主
義
大
山
脈
を
ア
ジ
ヤ
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
V
・
O
・
C
時
代
か
ら
産
業
資
本
時
代
へ
の
移
行
を
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
前
途
洋
々
た
る
産
業
資
本
は
当
時
、
ま
だ
重
大
な
矛
盾
に
逢
着
す
る
こ
と

な
く
、
自
己
の
対
立
者
を
否
定
す
る
こ
と
に
道
徳
的
指
標
す
ら
発
見
し
た
。

寓
と
徳
の
｝
致
を
い
み
じ
く
も
歌
い
あ
げ
た
産
業
資
本
時
代
の
栄
光
の
中
に
、

こ
れ
ら
の
思
想
家
・
実
践
家
達
は
健
康
と
、
そ
の
理
想
主
義
的
で
あ
る
が
故

に
受
難
す
る
こ
と
を
恐
れ
ず
、
発
言
し
行
動
す
る
の
で
あ
る
。

　
3
　
オ
ラ
ン
ダ
本
国
の
事
情
を
概
観
し
よ
う
。
こ
の
国
の
繁
栄
は
ま
さ
に

近
肚
史
の
奇
蹟
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
没
落
も
同
様
に
奇
蹟
に
近
い
。
つ
ま

り
そ
の
繁
栄
も
没
落
も
と
も
に
本
来
の
価
瞳
を
生
む
も
の
で
は
な
く
、
　
一
方

の
利
益
が
他
方
の
損
害
に
な
る
と
い
う
商
業
体
糊
に
依
存
し
き
っ
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
。
表
現
は
少
々
独
断
的
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
は
国
家
、
つ
ま

り
暗
黙
的
延
長
を
持
っ
た
圏
家
と
い
う
よ
り
は
都
市
連
合
の
積
分
に
す
ぎ
な

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
彼
女
は
領
土
国
家
と
し
て
膚
園
内
の

布
揚
統
一
を
成
し
と
げ
る
以
前
に
、
都
市
嗣
家
と
し
て
早
熟
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
十
三
・
四
世
紀
か
ら
発
生
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
の
発
達
の

焦
点
と
し
て
、
そ
の
集
約
さ
れ
た
典
型
と
し
て
の
都
市
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
盛
衰
は
と
も
に
都
市
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
和
蘭
は
フ
メ
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ニ
キ
ャ
で
あ
っ
た
。
こ
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
彼
女
は
英
国
よ
り
も
フ
ラ
ン

ス
よ
り
も
秀
れ
て
い
た
。
ス
ミ
ス
酌
国
家
以
前
に
お
い
て
は
、
た
と
え
政
治

的
地
位
が
い
か
に
変
化
し
て
も
経
済
的
な
オ
ラ
ン
ダ
の
優
位
は
変
ら
な
か
っ

た
。
オ
ラ
ン
ダ
史
の
焦
点
は
一
口
に
言
え
ば
、
都
市
連
合
と
し
て
の
和
蘭
と

畏
族
国
象
と
し
て
の
和
繭
を
い
か
に
調
和
す
る
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
ホ
ラ
ン
ト
州
を
中
心
と
し
た
都
市
を
代
饗
す
る
勢
力
と
民
族
国
家
的
統

一
体
を
考
え
る
オ
ラ
ン
ニ
一
家
と
の
間
に
協
調
点
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。

薩
者
の
対
位
法
的
二
重
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
か
も
し
匂
す
響
き
が
和
蘭
特
有
の
音

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

色
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
4
　
麟
。
σ
Q
Φ
二
郷
自
や
切
ρ
塗
¢
ρ
属
離
簿
ぎ
σ
Q
げ
ρ
σ
o
質
謹
の
ω
σ
Φ
峯
お
同
の
研

究
は
単
な
る
思
想
史
で
は
な
く
、
第
一
次
的
に
は
英
蘭
両
岡
の
比
較
植
民
史

で
あ
り
、
そ
れ
は
英
国
の
ジ
ャ
ワ
占
領
の
よ
う
に
抗
争
史
と
い
う
形
を
と
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
ヨ
…
ロ
ッ
パ
植
畏
史
で
あ
る
と
同
時
に
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
ア
ジ
ヤ
史
と
密
接
に
絡
み
、
従
来
の
西
洋
史
・
東
洋
史
と
い
う
分
類

を
便
宜
的
な
も
の
と
す
る
。
何
な
ら
ば
、
産
業
革
命
以
後
、
乱
撃
は
一
つ
に

な
り
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。

①
津
巳
p
男
；
く
①
湧
鷺
巴
粛
。
ω
。
町
募
鶏
・
顕
。
α
q
①
＆
。
弓
・
。
。
・
で
』
雪

②
国
p
鑓
Φ
の
、
冨
簿
鶏
伴
。
目
。
a
峯
募
。
同
H
や
器
・

③
8
話
α
q
α
q
o
讐
護
讐
銀
o
a
の
ヨ
国
沖
の
8
藁
。
｛
徴
巴
ρ
嘱
穿
や
盆
・

④
国
。
。
q
Φ
＆
o
考
層
切
Φ
ユ
。
霧
轟
昌
血
0
8
σ
q
①
図
暑
8
乙
茜
ぐ
毒
昌
伴
。
簿
欝
邑
9
円
膨
㌘

冨
駄
の
。
冨
9
N
圃
窪
ご
α
q
鶏
Φ
昌
7
㊤
コ
五
二
。
や
審
器
嗣
く
。
唱
e
㊤
㊤
．
．
、
鵠
9
鄭
創
Φ
一

〇
℃
o
ぼ
＝
籍
、
、

⑤
　
Ω
①
霧
。
冨
。
量
，
．
乏
ジ
ε
霞
勺
法
湯
”
．
や
毅
9

⑥
↓
ぎ
話
器
’
コ
こ
聖
遷
£
簿
｛
ご
ω
ヨ
§
島
巴
日
野
簿
囲
巳
㌶
↓
鎚
留
●
℃
．
。
。
①
．

本

論

　
1
　
彼
は
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
政
策
に
最
初
の
批
判
を
投
げ
か
け
た
男
で
あ

る
。
同
時
に
瓜
畦
人
の
発
見
蛮
で
も
あ
る
。
タ
ー
ン
、
フ
ァ
ン
・
デ
ィ
；
メ

ソ
に
よ
っ
て
象
微
さ
れ
る
V
・
0
・
C
時
代
は
一
七
八
三
年
、
彼
の
登
場
に

よ
っ
て
ま
さ
に
転
換
期
を
む
か
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
不
整
合
の
ま
ま
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

旧
来
の
地
層
の
上
に
新
し
い
脈
層
を
重
ね
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
先
駆
者
の
常
と
し
て
、
彼
は
不
溶
奔
放
の
天
才
愚
な
人
物
で
あ
っ
た
。
勿

論
、
そ
の
時
代
に
は
彼
の
意
見
を
う
け
い
れ
る
だ
け
の
地
盤
は
な
か
っ
た
が
、

彼
は
物
に
つ
か
れ
た
よ
う
に
翌
暁
に
お
け
る
和
蘭
の
政
策
に
真
向
か
ら
立
ち

向
つ
た
。
彼
は
東
イ
ン
ド
に
お
け
る
〃
ル
ッ
ソ
i
”
と
い
っ
て
も
差
支
え
な

い
男
で
あ
る
。
彼
の
行
為
の
中
に
は
期
せ
ず
し
て
未
来
を
内
包
し
て
い
る
天

才
特
有
の
性
質
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
反
対
物
に
遊
遇
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
一
段
と
高
次
の
姿
に
昂
め
ら
れ
た
。
彼
の
家
は
名
門
に
属
し
、
弟

の
カ
レ
ル
は
後
年
彼
と
政
治
的
立
揚
を
異
に
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
文
筆

家
的
な
物
静
か
な
男
で
あ
る
が
、
兄
の
わ
が
デ
ュ
ル
ク
は
行
動
の
中
に
語
り
、

政
敵
に
立
向
っ
て
自
己
の
思
想
の
優
越
を
誇
り
、
そ
の
道
徳
性
を
誇
示
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
闘
争
を
挑
む
と
い
う
性
質
が
あ
っ
た
。
彼
の
書
い
た
も
の
は

ミ
リ
タ
ン
ト
な
論
争
的
な
性
質
が
あ
り
、
熱
っ
ぽ
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
考
え

る
前
に
直
感
で
も
っ
て
感
じ
と
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
男
で
あ
る
。
貞
己
の
直

観
を
信
ず
る
が
故
に
、
そ
れ
を
人
に
認
め
さ
せ
る
た
め
に
彼
は
無
限
の
精
力

を
発
揮
し
た
。
ま
た
着
想
の
実
現
の
た
め
に
は
軍
人
ら
し
い
猛
烈
な
名
重
心

に
か
ら
れ
て
動
く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
オ
ラ
ン
ダ
近
代
最
大
の
文
学
作
贔

『
マ
ッ
ク
ス
・
ハ
ー
フ
ェ
ラ
ー
ル
』
を
瓜
畦
を
舞
台
に
し
て
書
き
あ
げ
た
デ

ヅ
カ
ー
と
酷
似
し
て
い
る
。
困
難
な
壁
を
破
る
に
は
、
特
異
な
人
口
一
の
特
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
活
動
が
必
要
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
物
に
触
れ
て
感
じ
触
発
さ
れ
る
性
質
を
も
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
一

定
の
思
想
の
故
に
特
定
の
事
物
に
注
意
を
制
限
す
る
と
い
う
性
質
の
男
で
は

な
か
っ
た
。
彼
の
書
い
た
も
の
は
そ
の
時
々
で
虜
分
の
地
位
を
弁
護
し
た
り
、

政
敵
を
二
三
し
た
り
、
謬
憤
を
ぶ
ち
ま
け
た
り
し
た
も
の
で
、
自
伝
す
ら
決

し
て
回
想
的
な
も
の
で
は
な
い
。
窃
己
顕
示
の
手
段
と
し
て
烈
し
い
闘
争
と

興
奮
に
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
燃
え
た
っ
た
炎
は
政
敵
を
焼
く
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

も
あ
る
が
、
時
に
は
自
ら
を
も
焼
く
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
現
実
の
利
害
の
中
に
埋
没
し
て
い
て
は
感
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
代
精

神
を
、
そ
れ
が
褒
禰
化
す
る
以
前
に
予
感
し
、
そ
の
予
感
に
も
と
ず
い
て
行

動
を
お
こ
す
面
が
彼
に
は
多
分
に
あ
る
。
彼
が
ル
ヅ
ソ
ー
を
読
ん
だ
か
ど
う

か
は
解
ら
な
い
。
彼
は
軍
人
の
学
校
を
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
啓
蒙
思
想
に

は
必
ず
し
も
直
結
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
フ
レ
デ
リ
ヅ
ク
大

王
の
軍
隊
（
彼
は
大
王
の
下
に
軍
務
に
服
し
て
い
た
）
は
近
代
的
軍
事
組
織
の
最

初
の
形
態
で
あ
る
常
備
軍
に
よ
る
決
戦
主
義
を
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
点
で
比
較
的
革
薪
思
想
に
対
し
て
寛
大
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
自
伝
の

中
に
は
一
言
の
ル
ッ
ソ
ー
も
発
見
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
名
門
の
家
柄
に
生

れ
、
少
年
時
代
に
父
の
蔵
書
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ル
ッ
ソ

ー
は
知
ら
な
く
て
も
時
代
の
先
端
的
思
想
と
そ
の
息
吹
は
感
知
し
て
い
た
に

違
い
な
い
。
一
七
八
六
年
に
は
す
で
に
汎
ヨ
ー
窟
ッ
パ
的
現
象
と
し
て
、
・
オ

ラ
ン
ダ
に
も
小
型
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
よ
う
な
も
の
が
発
生
し
て
お
り
、
デ
ュ

ル
ク
は
勿
論
革
命
派
（
愛
野
党
）
に
心
を
降
せ
て
い
る
。
『
パ
ル
ム
の
僧
院
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

的
な
経
験
を
若
い
デ
ュ
ル
ク
は
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
当
時
ベ
ル
リ
ン
に
い
た
オ
ラ
ン
ユ
ユ
王
妃
（
彼
女
は
ド
イ
ツ
か
ら
き
た
）
の

推
薦
で
H
（
≦
o
o
訂
。
財
o
o
一
鳥
窪
O
怨
¢
富
（
陸
軍
幼
年
学
校
か
）
に
入
学
、
一
七

七
七
年
、
十
六
歳
で
少
尉
と
な
り
大
王
の
歩
兵
連
隊
に
属
し
て
葉
プ
ロ
シ
ャ

に
勤
務
、
そ
の
聞
軍
喜
知
識
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
学
ん
だ
。
恐
ら
く
後
年
、
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
『
戦
争
論
臨
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
実
地
に
勉
強
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
術
の
原
型
を
実
践
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
（
後
矯
、
彼
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
魔
下
の
将
軍
に
な
っ
て
い
る
）
。
ま
た
実
践
哲
学
、

鷹
史
、
自
然
法
、
国
家
形
態
な
ど
も
学
ん
だ
。
　
「
私
は
大
い
に
知
識
欲
を
満

足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
自
伝
の
中
で
述
べ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
有
名
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な
学
者
連
と
も
多
く
の
手
紙
を
交
換
し
た
。
大
王
か
ら
信
頼
さ
れ
る
に
桐
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
い
勉
強
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
暁
代
精
神
は
　
見
表
藤
を
な
ぜ
れ
ば
多
く
の
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
家
主
義
と
思
想
・
制
度
の
世
界
的
一
般
性
と
の
間
に

生
ず
る
。
世
界
的
甫
民
思
想
の
中
に
異
質
な
濁
家
的
原
始
衝
動
が
併
存
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
ぐ
こ
の
後
、
彼
は
東
印
度
に
赴
く
の
で
あ
る
が
、
こ

の
蒔
の
印
度
行
の
最
大
の
動
機
は
英
国
と
蘭
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
「
対
英
戦

争
」
i
吾
々
は
こ
こ
に
彼
の
小
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
し
て
の
姿
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。
だ
が
、
瓜
畦
に
き
て
彼
は
想
像
も
し
な
か
っ
た
当
事
の
英
国
の
実

践
し
つ
つ
あ
っ
た
ベ
ン
ガ
ル
経
営
の
進
歩
性
に
深
く
感
動
し
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
即
ち
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
を
中
心
に
世
界
の
工
場
と
な
っ
た
英
国
が
、

そ
の
販
路
拡
大
の
た
め
、
従
来
掠
奪
的
蕎
財
の
対
象
と
し
て
い
た
植
民
地
を

市
場
と
し
て
、
原
料
供
給
地
と
し
て
全
た
く
異
っ
た
観
点
か
ら
印
度
を
処
理

し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
彼
は
い
み
じ
く
も
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。
国
家

の
範
瞬
を
遙
か
に
越
え
た
労
働
価
値
の
一
般
性
を
実
現
せ
ん
と
す
る
英
国
の

産
業
資
本
に
彼
は
胸
を
う
た
れ
た
。
瓜
畦
に
お
け
る
彼
の
言
動
は
一
七
八
六

一
一
七
八
八
年
の
問
に
下
級
商
務
員
（
9
ρ
（
懸
鼻
○
○
噂
熟
蚕
）
と
し
て
、
ま
た

窮
二
領
事
と
し
て
ベ
ン
ガ
ル
に
行
っ
た
時
に
深
く
学
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
自

国
の
植
畏
地
経
営
と
英
国
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い

植
民
地
行
政
・
産
業
政
策
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
英
国
の
新
進
行
政
官
ラ

フ
ル
ス
以
前
に
、
ラ
フ
ル
ス
の
原
型
を
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
事
実
、
ラ
フ
ル

ス
の
名
著
『
瓜
桂
史
』
を
み
る
と
、
到
る
と
こ
ろ
で
彼
の
思
想
が
引
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

て
い
る
し
、
彼
の
表
現
を
借
り
た
と
思
わ
れ
る
儒
所
が
随
所
に
発
見
さ
れ
る
。

　
産
業
革
命
と
仏
蘭
西
草
命
の
波
は
植
民
地
へ
起
っ
た
一
人
の
男
の
中
に
一

つ
の
も
の
と
な
っ
て
具
体
化
さ
れ
始
め
た
。
軍
人
と
し
て
の
デ
ュ
ル
ク
は
対

英
戦
争
を
想
定
し
、
そ
の
立
場
か
ら
自
己
の
才
能
を
発
揮
し
よ
う
と
思
っ
た

の
で
あ
る
。
大
王
の
下
に
学
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
第
一
級
の
戦
略
思
想
と
そ
れ

に
附
随
し
た
新
し
い
思
想
は
、
彼
自
身
を
将
来
の
大
政
治
家
・
大
戦
略
家
と

し
て
の
夢
を
持
た
せ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
名
護
欲
の
強
い
彼
は
東
印
度
の

総
督
に
な
る
べ
く
心
に
夢
を
描
い
て
い
た
。
も
し
魅
せ
ら
れ
た
思
想
と
時
代

精
神
へ
の
本
能
的
な
憧
襟
が
な
け
れ
ば
彼
は
改
革
家
と
し
て
苦
難
の
道
を
歩

ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
家
柄
か
ら
み
て
も
、
受
け
た
教
育
か
ら
み
て
も
彼

に
は
間
違
い
な
く
高
位
高
宮
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
思
想
の
魅
力
と
行
動
へ

の
衝
動
は
青
年
を
し
て
、
そ
の
体
力
が
衰
え
る
ま
で
採
箪
を
度
外
視
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

も
の
で
あ
る
。
吾
が
D
・
V
・
H
は
こ
の
よ
う
な
男
で
あ
っ
た
。

V
・
0
・
C
的
雰
囲
気
と
啓
蒙
思
想
家
、
襲
爵
改
革
者
、
現
地
七
並
適
者

と
し
て
の
立
揚
は
薗
塾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
前
印
度
（
く
o
o
N
，
H
亀
貯
）
（
セ
イ
ロ
ン
以
東
の
こ
と
）
か
ら
瓜
畦
に
帰
っ
た
彼

は
バ
タ
ヴ
ィ
ヤ
の
前
面
の
海
に
あ
る
『
オ
ン
ル
ス
ト
島
』
政
治
犯
収
容
噺
の
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所
長
と
な
る
（
～
ヒ
八
九
）
。
彼
の
独
創
的
な
改
革
運
動
が
や
が
て
開
始
さ
れ

、
よ
う
と
し
て
い
た
。
．
印
度
に
ゆ
く
前
に
結
婚
、
ジ
ャ
ワ
に
帰
っ
て
一
曲
学
僕
、

彼
は
私
人
と
し
て
、
公
人
と
し
て
活
動
の
連
続
で
あ
っ
た
。
健
康
を
害
し
、

新
し
い
歴
史
的
行
動
を
起
す
前
に
静
養
を
必
要
と
し
た
。
　
「
印
度
行
は
、
私

達
の
箪
編
な
生
活
を
投
げ
捨
て
さ
せ
た
」
と
彼
は
い
っ
て
い
る
が
、
緊
々
に

と
っ
て
、
歴
史
に
と
っ
て
彼
の
ベ
ン
ガ
ル
旅
行
は
霊
要
で
あ
っ
た
。

　
彼
は
も
っ
と
も
よ
い
地
位
を
望
ん
で
い
た
、
地
位
に
対
す
る
執
着
は
想
練

以
上
に
強
烈
で
あ
る
。
オ
ン
ル
ス
ト
島
所
長
は
彼
に
ぽ
囲
ら
か
に
不
満
で
あ

　
⑧

つ
た
。

　
3
　
実
際
の
活
動
は
一
七
九
一
年
、
ジ
ャ
ワ
の
中
央
、
ジ
ャ
パ
ラ
地
方
に

お
け
る
行
政
官
に
な
っ
た
時
に
始
つ
た
。
行
動
と
同
時
に
学
習
も
は
じ
め
た
。

こ
の
点
も
フ
ラ
ル
ス
に
似
て
い
る
。
新
し
い
ア
ジ
ヤ
の
胎
動
の
開
始
さ
れ
ん

と
す
る
時
、
歴
史
は
ホ
ツ
ヘ
ン
ド
ル
プ
と
ラ
フ
ル
ス
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

政
策
と
し
て
の
昆
俗
学
、
瓜
瞳
の
古
い
政
治
形
態
、
言
語
な
ど
、
広
い
意
味

の
歴
史
を
勉
強
し
た
。
従
来
か
ら
存
在
し
、
ア
ジ
ヤ
で
一
番
古
い
学
術
機
関

と
い
わ
れ
て
い
る
『
．
ハ
タ
ヴ
ィ
や
学
芸
協
会
』
が
行
政
上
必
要
な
知
識
を
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
う

面
す
る
こ
と
を
彼
は
今
後
の
最
も
大
切
な
産
業
の
一
つ
だ
と
評
価
し
て
い
る
。

彼
は
植
民
地
を
商
人
の
眼
、
独
占
根
性
（
諺
。
琴
や
9
δ
σ
q
＄
緯
）
か
ら
み
る

の
で
は
な
く
、
近
代
的
な
行
政
官
と
し
て
取
あ
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
点
で

も
彼
は
近
代
ジ
ャ
ワ
の
父
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
先
覚
着
の
学
習
態
度
の
常
と

し
て
細
分
化
さ
れ
る
必
要
の
な
い
学
問
、
綜
舎
民
族
地
理
と
い
っ
た
種
類
の

仕
事
を
は
じ
め
た
。
後
年
の
代
表
作
『
バ
タ
ヴ
ィ
や
領
土
の
境
状
に
つ
い
て

の
報
告
』
（
以
後
切
。
二
。
簿
と
呼
ぶ
）
の
中
に
展
開
さ
れ
て
い
る
意
見
は
こ
の

時
の
学
習
の
結
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
れ
は
旧
制
度
に
対
す
る
戦

い
の
書
で
あ
る
と
同
蒔
に
学
術
の
書
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
点
景
学
的
性
質
を

　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
っ
た
文
献
で
あ
る
。

　
活
動
は
二
つ
の
爾
に
集
申
さ
れ
た
。
第
一
は
支
那
人
問
題
で
あ
る
。
彼
等

が
主
と
し
て
経
営
す
る
砂
糖
工
場
は
決
し
て
現
地
人
の
利
益
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。
彼
は
支
那
人
経
営
に
対
抗
す
る
た
め
、
西
印
度
で
成
功
し
た
方
針
を

と
り
い
れ
（
苦
ヵ
式
の
も
の
か
）
、
新
し
い
労
働
関
係
の
下
に
原
地
人
を
集
め
、

技
術
的
改
良
な
ど
を
加
え
て
可
成
の
成
果
を
あ
げ
た
。
彼
ら
「
旅
行
者
」

（
支
那
人
の
こ
と
）
は
V
・
0
・
C
の
財
政
難
に
つ
け
こ
ん
で
、
農
奴
付
土
地

を
買
い
と
り
土
地
の
労
働
力
を
完
全
に
喰
い
つ
ぶ
す
。
そ
こ
に
は
近
代
的
雇

傭
関
係
の
片
鱗
す
ら
な
い
。
全
た
く
華
僑
に
よ
る
強
制
労
働
で
あ
る
。
和
蘭

人
は
独
占
貿
易
を
守
る
た
め
、
自
尽
人
の
入
植
を
も
ふ
く
め
て
全
寮
ー
ロ
艶

バ
人
の
来
島
を
嫌
い
、
そ
の
代
り
に
柔
顧
な
支
那
人
を
商
業
面
、
流
通
面
で

利
用
し
た
。
華
僑
の
嵜
生
は
和
蘭
殖
民
政
策
の
生
ん
だ
奇
型
児
で
あ
る
。
瓜

畦
に
お
け
る
華
僑
に
つ
い
て
は
別
に
論
考
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
兎
に
角
、
彼

は
V
・
O
・
C
を
批
判
す
る
前
に
V
・
0
・
C
よ
り
も
酷
い
彼
等
の
私
領
地
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の
経
営
に
対
し
て
文
句
を
つ
け
た
。
彼
ら
支
那
人
は
現
地
人
に
真
向
か
ら
寄

生
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
産
業
資
本
の
必
要
と
す
る
市
場
性
と
真
向
か
ら
対

立
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
た
。

　
ラ
フ
ル
ス
は
支
那
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
を
あ
た
え
て
い
る
。
彼

の
詑
述
の
中
で
、
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
か
ら
借
り
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
非
常

に
多
い
が
、
支
那
人
対
策
も
そ
の
う
ち
の
顕
著
な
例
で
あ
る
。

　
　
支
那
人
は
勤
勉
で
重
宝
が
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
ら
は
実
際
は
穿
常
に
危
険

　
な
連
中
で
あ
り
、
こ
の
悶
の
疫
病
・
ペ
ス
ト
の
よ
う
な
も
の
だ
と
記
憶
さ
れ
る
べ
き

存
奪
あ
る
・
嘉
入
は
欝
の
た
め
に
は
手
段
に
つ
い
て
薯
響
払
わ
な
腫

　
中
岡
人
の
経
嘗
に
対
す
る
彼
の
批
判
は
当
然
自
爆
の
三
号
統
治
政
策
へ
の

批
判
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
。
両
者
を
飼
時
に
批
判
す
る
の
は
当
然
の
な
り

ゆ
き
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
は
ま
だ
上
層
部
に
対
し
て
は
攻
撃
的
思
想

は
み
あ
た
ら
な
い
。
人
を
駆
り
た
て
る
た
め
に
は
、
も
っ
と
時
代
の
衝
撃
が

必
要
で
あ
る
。

　
土
地
旗
雲
に
対
す
る
彼
の
考
え
が
鮮
明
な
形
を
と
る
の
は
一
七
九
五
年
以

降
、
一
七
九
八
年
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
の
間
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
こ
の
時

期
に
も
出
て
い
る
。
ヨ
i
μ
ッ
パ
に
お
け
る
大
革
命
は
間
接
で
あ
る
が
、
時

に
は
ア
メ
リ
カ
人
を
介
し
て
で
は
あ
る
が
、
彼
の
耳
に
は
痛
い
よ
う
に
響
い

て
い
る
。
そ
の
影
響
を
う
け
て
本
社
が
明
瞭
に
革
命
派
（
虚
誕
党
）
と
王
党
に

分
裂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
勢
も
臼
毎
に
切
迫
し
て
い
る
。
革
命
前
に
も

彼
は
革
命
を
予
感
で
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。
革
命
の
意
味
す
る
漸
し
い
土

地
制
度
と
啓
蒙
思
想
は
彼
の
入
格
を
通
じ
て
遙
か
彼
方
の
東
イ
ン
ド
に
お
い

て
突
践
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
将
来
や
が
て
網
前
に
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
愛
護
を
前
も
っ
て
予
　
…
．
通
す
る
こ
と
が
で

　
　
⑪

　
き
た
。

　
第
二
は
一
こ
れ
は
彼
を
理
解
す
る
上
に
は
一
般
に
書
か
れ
て
い
る
土
地

制
度
に
対
す
る
考
え
以
上
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
i
現
地
軍
の
編
成
と
い

う
諺
語
．
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
七
九
四
i
九
八
の
間
の
方
が
積
極
的
に
な
る
が
、

そ
れ
で
も
可
成
顕
著
な
姿
を
と
っ
て
現
地
軍
の
編
成
が
は
じ
ま
る
。
勿
論
、

仮
想
敵
は
英
國
で
あ
る
。
英
国
の
植
民
地
経
営
か
ら
深
刻
な
影
響
を
う
け
た

と
は
い
え
、
和
繭
の
栄
光
を
脅
か
す
英
国
新
興
勢
力
は
彼
に
と
っ
て
は
許
し

難
い
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
、
彼
は
タ
ー
ン
の
考
え
方
に
つ
ら
な
り
、
ま
た

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
通
じ
て
い
る
。
東
印
度
行
の
目
的
は
前
述
の
ご
と
く
、

対
英
防
禦
戦
に
従
事
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
瓜
畦
防
衛
軍
の
指
揮
宮

と
し
て
来
島
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
彼
の
提
唱
し
た
土
地
改

革
は
英
國
と
の
植
民
地
闘
争
に
勝
つ
た
め
の
政
治
的
手
段
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。
農
地
改
革
の
な
い
と
こ
ろ
に
近
代
的
軍
隊
は
成
立
し
な
い
と

い
う
構
想
が
胸
中
に
擁
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
英
ベ

ン
ガ
ル
軍
と
瓜
畦
軍
が
戦
争
す
る
時
の
こ
と
を
考
え
て
、
高
次
の
政
治
戦
略

酌
判
断
か
ら
土
地
問
題
に
と
り
組
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
次
の
政
治
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酌
判
断
、
建
軍
の
精
神
を
眼
裏
に
描
い
て
、
そ
こ
か
ら
流
出
し
て
き
た
も
の

が
、
彼
の
力
説
す
る
土
地
改
革
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
述
べ
た
論
考
は
見
当
ら
な
い
。
だ
が
自
伝
を
注
意
し
て
読
む
と
爾
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

連
関
は
　
つ
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　
4
　
一
七
九
四
年
、
瓜
畦
東
部
統
監
（
O
o
堅
σ
q
ン
¢
げ
σ
霞
く
餌
⇒
＠
o
昌
O
o
ω
ぐ

げ
。
¢
閃
）
の
地
位
に
つ
き
ス
ラ
バ
ヤ
に
き
た
。
前
期
の
繭
芽
は
こ
の
時
期
に
成

熟
す
る
。
こ
の
時
期
は
仏
蘭
西
革
命
の
波
が
植
民
地
に
現
実
の
姿
に
な
っ
て

表
れ
る
時
で
あ
る
。
本
国
は
彼
の
想
像
し
て
い
た
ご
と
く
二
尊
派
と
寝
仏
派

に
分
裂
し
て
相
互
に
国
論
を
二
分
す
る
。
瀦
爾
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
保
護
下
に

お
か
れ
て
バ
タ
ヴ
ィ
や
共
和
国
が
成
立
、
そ
れ
に
と
も
な
い
親
返
事
と
な
っ

た
ウ
イ
レ
ム
五
世
は
、
英
国
に
亡
命
す
る
と
い
う
和
爾
史
上
最
大
の
混
乱
期

を
む
か
え
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
は
嶺
然
、
櫃
民
地
人
士
の
間
に
も
そ
の
連
鎖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

反
癒
と
し
て
党
派
争
い
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ラ
バ
ヤ
に
き
て
、
彼
は
当
地
の
防
備
状
況
が
全
た
く
悲
観
す
べ
き
状
態

で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
畢
心
す
べ
て
の
も
の
を
新
規
に
や
り
薩
さ
な
け
れ
ば

な
ち
な
い
と
思
っ
た
。
本
国
が
対
英
戦
争
状
態
に
な
る
に
つ
れ
、
植
民
地
に

お
い
て
も
そ
れ
が
現
実
の
姿
と
な
り
っ
つ
あ
る
。
戦
火
は
時
間
の
問
題
と
な

っ
た
。
英
軍
の
オ
ラ
ン
ダ
侵
攻
も
日
程
に
の
ぼ
っ
て
い
た
。

　
軍
司
令
官
の
地
位
に
あ
っ
た
彼
は
対
英
戦
争
を
遂
行
す
る
準
備
を
は
じ
め

る
。
本
国
か
ら
ぎ
た
軍
隊
だ
け
で
は
ジ
ャ
ワ
の
防
衛
は
不
可
能
で
あ
る
α
ど

う
し
て
も
土
地
改
革
と
い
う
政
策
を
背
景
に
し
た
境
地
軍
の
創
設
が
必
要
で

あ
る
。
土
侯
と
の
契
約
に
よ
る
兵
員
徴
集
権
だ
け
に
頼
る
の
で
は
心
細
い
。

彼
の
胸
中
に
は
市
民
軍
の
よ
う
な
構
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
行
為

の
中
で
、
こ
の
構
想
は
可
成
重
要
で
あ
っ
て
、
決
し
て
土
地
改
革
と
建
軍
を

二
分
し
て
、
前
者
を
優
位
に
お
く
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
軍

隊
の
編
成
は
軍
人
と
し
て
の
彼
の
面
目
を
最
も
よ
く
表
明
し
た
も
の
で
、
こ

の
こ
と
か
ら
土
地
改
革
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
も
し
一
八
一
一

年
を
ま
た
ず
に
、
こ
の
時
ラ
フ
ル
ス
が
侵
攻
し
て
い
た
な
ら
ば
、
彼
は
所
謂

「
解
放
さ
れ
た
」
軍
隊
で
戦
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
争
と
同
性
質
の
戦
争
が
東
南
ア
ジ
ヤ
で
認
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
彼
は
軍
人
と
し
て
も
当
代
一
流
の
男
で
あ
る
。
そ
の
底
に
は
革
命
精
神
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
、
彼
は
徹
底
的
に
革
命
軍
人
で
あ
り
、
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ポ
レ
オ
ン
と
同
様
、
革
命
の
申
し
子
で
あ
っ
た
。

　
創
設
さ
れ
た
軍
隊
は
少
く
と
も
そ
の
成
員
が
軍
隊
に
利
害
を
感
ず
る
よ
う

準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
烏
合
の
衆
で
は
な
か
っ
た
。
土
地
と
臨

己
の
財
産
を
守
る
た
め
の
軍
隊
（
少
々
大
げ
さ
な
国
津
で
あ
る
。
現
地
で
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
風
の
宿
毘
軍
が
で
き
る
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
が
、
本
人
は
大
真
面
欝
で
あ
る
）

で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
物
理
的
尖
端
衝
撃
力
だ
け
の
要
請
で
作
ら
れ
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
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デュルク・ファン・ホッヘソドルプの思想と行動（照淵）

　
　
私
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
改
革
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
変
化
さ
せ
た
。
所
謂
、
現
地

　
軍
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
装
備
も
な
い
、
ま
た
情
報
す
ら
あ
た
え
ら
れ
な
い
寄
せ
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
め
、
駈
け
出
し
軍
で
は
な
か
っ
た
。

と
彼
は
誇
っ
て
い
る
。

　
彼
の
こ
の
よ
う
な
行
為
は
最
早
、
V
・
0
・
C
の
概
念
か
ら
遙
か
に
離
れ
て

い
る
。
建
軍
の
本
旨
自
体
が
極
め
て
近
代
的
で
あ
り
、
完
全
に
思
想
と
し
て

市
民
軍
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
比
喩
的
に
い
う
な
ら
ば
、
ジ
ャ
コ
バ
ソ
軍

で
あ
っ
た
。
彼
は
ジ
ャ
ワ
の
ダ
ン
ト
ン
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
り
、
ル

ッ
ソ
ー
で
あ
っ
た
。
往
々
に
し
て
人
々
は
彼
を
突
ッ
ぴ
な
男
と
み
や
す
い
が
、

こ
の
点
か
ら
彼
の
像
を
彫
り
あ
げ
る
な
ら
ば
実
に
堂
々
と
し
た
姿
が
浮
び
あ

が
っ
て
く
る
。
（
彼
は
蝕
点
の
多
い
男
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
八
方
破
れ
型
で
あ
る
が
故

に
悪
意
の
わ
な
に
容
易
に
か
か
り
、
そ
の
度
毎
に
興
奮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

ネ
ー
デ
ル
ブ
ル
フ
と
い
う
高
級
行
政
官
と
の
三
論
は
結
婚
問
題
と
も
絡
ん
で
泥
仕
合
の

様
糊
を
示
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
人
内
部
の
政
治
的
腐
敗
を
指
摘
し
た
こ
と
も
感
情
的
な
刺

戟
を
上
閥
蝦
部
に
与
え
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
）

　
彼
の
自
筆
に
こ
れ
程
明
か
に
建
軍
の
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
、
解

説
書
や
通
史
、
彼
の
こ
と
を
書
い
た
史
書
に
殆
ん
ど
こ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
の
は
少
々
不
思
議
で
あ
る
。
彼
を
単
な
る
先
駆
奢
と
し
て
取
扱
い
、

口
禍
に
か
か
っ
て
地
位
を
追
わ
れ
た
こ
と
に
悶
情
し
て
い
る
よ
う
な
書
振
り

ば
か
り
が
児
ら
れ
る
。

　
彼
は
必
ず
し
も
上
蔽
の
賛
伺
を
得
な
い
で
土
民
に
武
器
を
持
た
せ
え
の
で

あ
る
。
武
器
回
持
と
密
貿
易
は
最
大
の
国
事
犯
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
対
英

戦
争
の
必
要
か
ら
敢
然
と
し
て
実
行
し
た
の
で
あ
る
。
人
道
主
義
的
立
場
か

ら
少
々
す
き
勝
手
な
こ
と
を
雷
っ
て
も
そ
れ
は
別
に
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
す
こ
し
色
の
異
フ
た
レ
ヅ
テ
ル
を
は
れ
ば
そ
れ
で
事
は
処
理

で
き
る
。
だ
が
軍
司
令
官
の
地
位
に
あ
る
男
が
、
パ
タ
ヴ
ィ
や
中
央
の
意
見

を
無
視
し
て
建
軍
と
土
地
改
革
論
を
大
上
段
に
振
り
か
ざ
し
て
述
べ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
た
と
え
対
英
戦
争
の
準
備
と
し
て
な
さ
れ
た
に
し
て
も
、

　
般
の
考
え
方
と
は
容
易
に
相
容
れ
な
い
も
の
を
回
れ
で
い
た
。

　
当
時
の
瓜
畦
の
酋
脳
四
達
は
積
極
的
な
対
英
戦
争
に
踏
み
切
る
の
に
大
い

に
購
回
し
て
る
。
本
国
が
仏
蘭
西
の
保
護
下
に
置
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

故
に
薩
ち
に
植
民
地
に
お
い
て
も
三
三
戦
争
に
は
い
る
こ
と
は
な
お
慎
璽
を

要
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
英
国
は
手
を
つ
く
し
て
、
も
し
海
外
の
領
土
を
仏

蘭
西
に
支
配
さ
れ
な
い
た
め
に
一
箸
的
に
戯
場
の
保
護
下
に
お
く
な
ら
ば
、

対
仏
抗
争
の
終
結
し
た
後
に
は
そ
れ
ら
を
オ
ラ
ン
ダ
に
返
却
す
る
と
い
う
約

⑯束
を
　
（
キ
諜
一
霞
簡
）
、
本
国
が
仏
蘭
西
に
占
領
さ
れ
た
結
果
英
国
に
亡
命
し

て
い
た
ウ
イ
レ
ム
五
寸
と
の
間
に
と
り
つ
け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
地
が

和
戦
の
岐
路
に
立
っ
て
迷
っ
た
の
は
嘉
事
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ケ
ー
プ
に

お
い
て
は
オ
ラ
ン
ダ
守
備
軍
は
積
極
的
に
闘
っ
た
が
、
モ
ル
ッ
カ
で
は
和
戦

の
判
断
が
つ
か
ず
、
そ
の
ま
ま
英
国
に
占
領
さ
れ
て
い
る
。

　
か
か
る
状
況
の
下
で
、
旗
色
鮮
錫
に
断
乎
戦
う
体
躯
を
示
し
、
そ
れ
に
薦
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躇
す
る
も
の
を
彼
は
烈
し
い
誘
漿
で
攻
離
し
各
を
示
し
て
槍
玉
に
あ
げ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
首
脳
者
間
で
は
、
一
方
で
は
迷
い
な
が
ら
も
彼
の
意
晃
行

動
を
そ
の
ま
ま
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
何
は
と
も
あ
れ
、
海
外
に
お
け
る
英
国
と
の
抗
争
は
不
可
避
で
あ
り
、
い

か
な
る
形
態
を
と
る
に
し
て
も
必
ず
表
面
化
す
る
こ
と
は
必
然
の
数
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
誰
の
目
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
っ
た
。
少
く
と
も
本
格
的

に
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
英
國
の
優
越
を
押
え
、
和
蘭
の
栄
光
を
保
持
す
る
た

め
に
は
、
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
採
用
し
た
手
段
以
外
に
な
か
っ
た
こ
と
は
言

え
る
と
思
う
。

　
彼
は
建
軍
思
想
、
対
英
戦
争
の
立
場
か
ら
V
・
0
・
C
の
独
占
政
策
に
反
対

し
た
の
で
あ
る
。
戦
略
が
彼
の
第
一
義
的
な
行
動
源
で
あ
っ
た
。
彼
の
最
も

よ
き
解
説
老
、
U
昌
涛
o
o
ω
が
「
軍
事
教
育
が
彼
に
終
生
つ
き
ま
と
っ
た
に
違

い
な
い
」
と
評
論
し
て
い
る
の
は
充
分
に
首
肯
し
う
る
卓
見
で
あ
る
。
彼
の

言
う
道
徳
政
策
、
　
『
原
住
民
の
福
祉
』
と
い
う
こ
と
も
、
こ
こ
か
ら
考
え
な

け
れ
ば
、
吾
々
は
彼
を
文
筆
家
、
牧
師
、
弁
論
家
と
み
あ
や
ま
っ
て
し
ま
う

　
　
　
⑰

で
あ
ろ
う
。

　
一
七
九
五
年
、
本
圏
に
で
き
た
新
憲
法
は
大
革
命
の
精
神
を
具
体
的
に
表

明
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ジ
ャ
ワ
に
あ
っ
て
こ
の
報
に
接
し
、
　
「
激
し
い

時
代
が
構
っ
た
」
と
、
ゲ
…
テ
の
よ
う
に
叫
ん
で
い
る
。
彼
に
と
っ
て
建
軍

の
精
神
と
土
地
改
革
は
時
代
精
神
の
深
層
に
お
い
て
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
思
想
と
行
動
は
こ
の
瀦
厨
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
松
の
中
で
禽

ら
新
憲
法
を
解
説
し
、
あ
た
か
も
自
分
の
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
時
代
精
神
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
誇
り
高
く
述
べ
て
い

る
。

　
　
「
自
由
な
る
市
疑
の
よ
ろ
こ
び
と
満
足
の
褒
現
で
あ
る
新
憲
法
の
根
本
精
神
は
束

　
イ
ン
ド
の
利
害
な
ど
を
闇
題
と
せ
ず
に
導
入
さ
れ
た
」
　
門
す
べ
て
の
入
に
自
然
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
た
え
た
疎
外
さ
れ
な
い
権
利
」

と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
新
憲
法
が
で
き
従
来
の
V
・
O
・
C
は
解
散
、
イ
ン
ド
問
題
委
員
会
が
生
れ

た
。
（
（
U
O
一
昌
白
一
ω
む
5
一
〇
　
＜
㊤
嵩
　
○
O
q
a
け
一
H
昌
伽
一
Q
厚
O
プ
O
　
N
9
欝
岸
①
質
）
こ
の
中
で
彼
は
一
時

指
導
的
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
機
会
に
『
メ
モ
ワ
…
ル
』
を

書
い
て
い
る
。
　
（
仏
文
は
彼
の
得
意
と
す
る
こ
ろ
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
ソ
薯
『
ホ
ッ
ヘ

ソ
ド
ル
プ
』
に
よ
る
と
、
彼
の
教
養
は
徽
底
に
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
る
と
い
う
。
竪
琴
レ

ル
と
の
往
復
書
簡
も
殆
ん
ど
仏
文
で
か
」
れ
て
い
る
。
）
内
容
は
原
文
が
入
手
で
き

な
い
の
で
解
ら
な
い
が
解
説
文
が
あ
る
の
で
引
弔
す
る
。

　
　
こ
れ
絃
広
い
視
野
か
ら
植
罠
地
支
配
に
関
す
る
返
代
酌
舗
度
に
つ
い
て
述
べ
た
も

　
　
　
⑳

　
の
で
あ
る
。

　
恐
ら
く
こ
の
中
に
後
年
の
「
パ
タ
ヴ
ィ
や
領
土
に
関
す
る
現
状
報
告
」
の

原
型
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
格
的
な
土
地
改
革
、
支
那
人
対
策
、
授
産
殖
産
運
動
が
す
す
め
ら
れ
た

の
は
『
メ
モ
ワ
ー
ル
』
の
前
後
で
あ
ろ
う
。
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デュルク・ファン・ホッヘソドルプの思想と行動（田淵）

　
　
「
私
は
製
材
醜
を
作
り
改
良
し
た
。
私
は
土
地
か
ら
強
盗
共
（
恐
ら
く
支
那
人
の

　
こ
と
i
自
註
）
を
追
い
出
し
た
。
そ
し
て
清
潔
に
し
た
。
造
林
計
画
を
た
て
た
。

　
苗
木
を
う
え
草
む
ら
を
取
り
払
っ
た
。
私
影
身
コ
ー
ヒ
と
胡
椒
を
う
え
、
土
人
行
政

　
官
を
督
励
し
た
。
」
　
「
私
は
常
に
モ
ノ
ポ
リ
ー
を
否
定
し
た
。
　
あ
ら
ゆ
る
排
他
的
商

　
　
　
　
　
⑳

　
業
に
反
対
し
た
」
閲

　
瓜
瞠
が
英
醐
か
ら
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
従
来
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
火

薬
を
現
地
で
作
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
軍
艦
す
ら
現
地
で
作
れ
る
筈
で
あ
る

と
力
ん
で
い
る
。
彼
は
硝
酸
工
場
を
儒
ぜ
ら
れ
な
い
よ
う
な
努
力
と
費
用
を

投
入
し
て
作
っ
た
。
と
に
角
、
防
衛
と
生
産
と
道
義
の
三
者
を
一
つ
に
し
て
、

そ
れ
を
目
標
に
彼
は
最
大
の
努
力
を
投
入
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
「
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
こ
れ
で
敵
の
来
憲
に
備
え
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
唐
負
す
る
。

　
5
　
彼
に
は
危
機
が
追
っ
て
い
た
。
第
一
の
原
因
は
従
来
の
植
罠
政
策
に

対
す
る
真
向
か
ら
の
批
判
で
あ
り
、
第
ご
は
前
述
の
『
キ
島
i
書
簡
』
の
結

果
、
対
英
主
戦
論
と
対
英
慎
重
論
に
分
裂
し
大
勢
は
や
が
て
慎
重
論
に
傾
く

時
に
彼
は
あ
く
ま
で
主
戦
論
を
展
開
し
た
こ
と
で
あ
る
。
英
国
の
攻
繋
を
う

け
て
充
分
戦
わ
ず
モ
ル
ッ
カ
群
島
バ
ン
ダ
を
放
棄
し
た
司
令
官
ブ
ッ
ク
ホ
ル

ト
を
痛
烈
に
槍
玉
に
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
首
脳
部
と
の
衝
突
は
不
可
避
と

な
っ
た
。
こ
の
際
、
ブ
ッ
ク
ホ
ル
ト
と
首
脳
部
と
の
間
の
腐
敗
汚
職
を
も
合

せ
て
と
り
あ
げ
、
そ
の
道
徳
的
資
質
を
も
問
題
と
し
た
。

　
　
「
瓜
畦
の
防
籍
と
安
全
の
た
め
、
ま
た
会
社
の
利
害
を
も
考
え
て
様
々
と
努
力
し

　
た
に
も
拘
ら
ず
、
始
め
か
ら
あ
ら
ゆ
る
手
段
で
泓
は
批
難
さ
れ
た
。
泓
を
残
念
が
ら

　
せ
た
汚
い
軽
蔑
す
べ
き
批
難
文
に
対
し
て
は
、
私
は
他
の
機
会
に
返
答
し
て
お
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
の
で
、
今
は
そ
の
こ
と
は
最
早
書
か
な
い
で
お
こ
う
。
」

　
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
彼
の
対
英
主
戦
論
は
派
閥
的
分
裂
を

背
景
に
し
て
、
当
時
の
首
脳
者
を
最
早
放
置
で
き
な
い
段
階
ま
で
お
い
こ
ん

だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
想
像
さ
れ
る
。
反
対
派
は
彼
を
國
賊
の
よ
う
に
い

い
、
祖
國
に
対
す
る
忠
誠
を
疑
う
か
の
よ
う
に
彼
に
批
難
を
あ
び
せ
た
。
し

か
し
、
愛
国
心
そ
の
も
の
が
、
本
岡
に
お
い
て
も
植
民
地
に
お
い
て
も
分
裂

い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
「
ど
う
し
て
祖
麟
に
反
抗
で
き
ょ
う
そ
。
U

　
　
「
私
は
若
い
時
か
ら
℃
誌
図
栃
霧
く
P
自
○
益
ε
o
（
ウ
ィ
レ
ム
五
世
の
妃
）
の
世
話

　
に
な
り
、
東
印
度
に
き
た
の
も
彼
の
悔
郡
薦
で
あ
る
。
茄
似
に
私
が
何
も
脅
〔
っ
て
い
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
し
、
感
謝
も
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
私
は
恐
ら
く
不
届
な
勇
で
あ
る
。
」

　
と
弁
明
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
今
や
彼
の
立
場
は
明
か
に
ウ
イ
レ
ム
五
世

の
政
治
的
立
場
と
真
向
か
ら
対
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
彼
は

い
か
に
自
己
弁
護
を
し
て
も
、
・
V
・
O
・
C
的
行
政
に
は
妥
協
し
な
か
っ
た
。

彼
は
ど
こ
ま
で
も
時
代
精
神
に
指
導
さ
れ
て
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。
名
著
「
イ

ソ
ド
ネ
シ
ャ
経
鯉
川
史
」
を
書
い
た
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
ホ
ン
ダ
レ
イ
プ
氏
の
言

を
か
り
れ
ば
、

　
　
ラ
フ
ル
ス
に
お
い
て
再
び
見
吊
す
こ
と
が
で
ぎ
且
、
ず
っ
と
後
年
に
お
い
て
漸
進

　
的
に
適
用
さ
れ
る
に
到
っ
た
か
の
思
想
を
展
腿
し
た
の
で
あ
る
。
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突
如
、
一
七
九
八
年
↓
月
　
臼
、
彼
は
逮
捕
さ
れ
た
。
パ
タ
ヴ
ィ
ヤ
へ
、

家
族
を
の
こ
し
た
ま
ま
軍
隊
に
護
送
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
た
。
し

か
も
彼
は
何
ら
の
弁
護
の
機
会
も
あ
た
え
ら
れ
な
い
ま
ま
五
ケ
月
間
幽
閉
さ

れ
る
。
自
伝
で
は
逮
捕
の
理
由
に
つ
い
て
は
書
い
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
最

早
自
明
で
あ
る
。
前
記
ブ
弘
ク
ホ
ル
ト
の
バ
ン
ダ
島
放
棄
に
対
す
る
批
難
で

あ
る
。

　
彼
の
逮
捕
は
対
英
慎
重
論
の
勝
利
で
あ
る
と
問
時
に
、
植
民
政
策
が
瞬
来

の
ま
ま
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

　
瓜
蛙
の
改
革
を
彼
は
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
東
イ
ン
ド
に

お
い
て
彼
に
残
さ
れ
た
仕
事
は
自
己
の
患
想
の
優
越
性
を
証
閣
す
る
た
め
に

筆
を
と
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
監
禁
中
に
彼
は
自
伝
の
形
で
文
を
草
し
た
。
こ

れ
が
『
デ
ュ
ル
ク
・
フ
ァ
ン
・
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
の
生
涯
に
つ
い
て
の
概
略
』

（
隅
。
洋
。
冒
①
く
Φ
器
ω
o
げ
Φ
訪
く
㊤
コ
U
三
肖
く
三
三
。
σ
q
o
鼠
。
超
）
で
あ
る
。
自

伝
は
次
の
よ
う
な
悲
痛
な
言
葉
で
終
っ
て
い
る
。

　
　
私
は
私
に
加
え
ら
れ
た
罪
状
に
対
し
て
充
分
な
る
資
任
を
果
す
た
め
抗
議
す
る
。

　
今
β
で
解
任
・
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
九
〇
ヨ
と
な
る
。
私
の
書
類
は
没
収
さ
れ
、
且
捜

　
索
さ
れ
た
。
し
か
も
私
は
来
だ
に
何
故
罰
せ
ら
れ
た
の
か
、
誰
が
膏
三
人
で
あ
る
か

　
　
　
　
⑳

　
も
知
ら
な
い
。

　
彼
は
悲
憤
の
う
ち
に
本
国
へ
帰
る
。
本
国
で
正
当
な
裁
判
を
う
け
る
こ
と

が
当
面
の
理
由
で
あ
っ
た
。
船
中
に
お
い
て
彼
の
書
い
た
も
の
の
中
で
一
番

有
名
な
、
、
切
①
甑
。
耳
…
…
．
、
を
一
七
九
九
年
に
完
成
、
世
に
公
表
さ
れ
た
最

初
の
戦
闘
的
な
内
容
を
も
っ
た
作
舳
で
、
東
印
度
の
実
際
と
未
来
像
を
共
に

描
き
あ
げ
、
本
国
の
人
士
に
大
き
な
感
銘
を
あ
た
え
た
。
勿
論
文
学
作
贔
で

は
な
い
が
、
　
『
マ
ッ
ク
ス
・
ハ
…
フ
ェ
ラ
ー
ル
』
と
共
に
湘
蘭
が
作
り
出
し

た
近
代
の
最
も
重
要
な
文
献
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
僑
夫
氏
に
よ
る

と
．
．
じ
6
0
誌
。
馨
、
．
の
与
え
た
衝
激
の
方
が
大
き
か
っ
た
ら
し
い
。
信
夫
氏
は

勿
論
原
文
は
読
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
判
断
の
根
拠
は
不
明
で

あ
る
が
。
こ
の
作
晶
は
彼
の
意
図
と
関
係
な
く
、
新
し
い
植
民
地
論
の
鵬
発

点
と
な
っ
た
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

　
6
　
こ
の
作
贔
に
つ
い
て
評
論
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
が
、
ホ
ー
ン
グ
レ

イ
プ
氏
の
叙
述
を
借
り
て
概
観
し
て
み
ょ
う
。

　
　
イ
ギ
リ
ス
人
が
ペ
ソ
ガ
ル
に
お
い
て
非
常
な
威
功
を
も
っ
て
試
み
た
ご
と
く
、
　
一

　
般
ジ
ャ
ワ
入
に
土
地
の
所
有
権
を
、
ま
た
永
代
借
地
権
を
あ
た
え
、
且
す
べ
て
の
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
役
（
鵠
O
①
吋
㊦
コ
へ
一
則
①
瓢
ω
梓
）
を
廃
止
す
る
こ
と
を
彼
は
提
唱
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
彼
は
ベ
ン
ガ
ル
で
、
土
地
所
有
を
確
保
せ
ら
れ
た
原
地
人
が
一
定
の
地
代

を
納
め
た
後
に
得
た
収
入
に
よ
っ
て
英
濁
商
品
を
購
入
し
う
る
状
況
に
移
行

し
つ
つ
あ
る
の
を
観
察
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
旧
来
の
東
印
度
会
社
的

な
乎
段
に
よ
る
植
民
地
の
窮
乏
疲
弊
は
植
民
地
経
営
上
、
好
ま
し
く
な
い
と

い
う
産
業
資
本
の
要
請
が
従
来
の
方
法
で
は
考
え
ら
れ
な
い
道
義
的
性
格
を

そ
の
属
性
と
し
て
も
っ
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
実
際
の

体
験
が
、
彼
の
い
だ
い
て
い
た
大
革
命
に
よ
る
土
地
制
度
と
見
事
に
一
致
し
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デェルク・ファン・ホッヘソドルプの思想と行動（羅H淵）

た
の
で
あ
ろ
う
。
ベ
ン
ガ
ル
方
式
と
ジ
ャ
コ
パ
ン
方
式
を
一
つ
に
し
て
彼
は

そ
れ
ら
を
瓜
睦
の
現
実
に
適
用
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
本
質
は

．
こ
の
辺
に
あ
る
。

　
レ
ヘ
ン
ト
と
称
せ
ら
れ
る
現
地
の
〃
殿
様
”
が
土
地
、
入
民
を
支
配
し
て

い
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
政
府
の
官
吏
に
作
り
か
え
、
和
繭
政
権
と
昌
々
の
生

産
者
を
地
代
を
通
じ
て
直
結
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
種
の

『
版
籍
奉
還
』
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
従
来
、
捌
当
を
徴
し
、
意
の
儘
に
人
民
を
労
役
に
利
用
し
て
い
た
レ
ヘ
ソ
ト
ら
は

　
一
定
の
年
金
と
数
コ
ヤ
ソ
の
米
を
受
領
す
べ
き
で
あ
る
。

　
政
府
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
彼
は
「
土
地
か
ら
は
生
産
物
の
一
般
的
現
物

税
と
、
人
か
ら
は
人
頭
税
」
を
考
え
た
。
そ
の
代
り
、
　
「
ジ
ャ
ワ
人
は
一
切

の
夫
役
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
し
、
　
「
土
着
民
は
商
業
と
移
住
の

宙
由
を
回
復
す
べ
き
で
あ
り
、
土
地
に
対
す
る
確
乎
不
動
の
権
利
を
あ
た
え
、

且
、
個
人
化
を
徹
底
さ
せ
る
」
こ
と
を
考
え
た
。

そ
れ
故
ホ
ー
ン
グ
レ
イ
プ
氏
は
明
解
に
ホ
ー
ヘ
ン
ド
ル
プ
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
結
ん
で
い
る
。

　
当
時
の
東
イ
ン
ド
政
府
は
彼
の
思
想
を
実
現
す
る
に
必
要
な
実
力
を
殆
ん
ど
持
ち
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

せ
ず
、
一
世
紀
た
っ
て
よ
う
や
く
実
現
さ
れ
た
始
末
で
あ
る
。

①
u
鋸
舛
。
。
・
・
．
O
℃
旨
。
鱒
ぎ
σ
Q
く
8
村
、
、
O
。
護
霧
℃
。
＆
¢
暮
δ
〈
§

　
鐸
H
・
〈
o
｝
・
一
8
や
お
q
．
、

］
）
圃
ユ
（
こ
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噛

②
σ
鎧
胃
8
。
・
b
℃
．
鼻
‘
b
ご
畢
蛋
囲
響
℃
．
一
ト
。
費
≦
8
乙
窪
し
づ
。
⑦
汀
瓢
。
σ
q
㊦
邑
。
弓

　
ぐ
。
ピ
く
員
や
の
8
．

③
O
。
旨
。
ω
℃
§
α
象
良
。
く
㊤
ロ
⊆
H
H
【
＜
窪
出
。
σ
q
象
山
。
壱
営
馨
N
ご
増
回
耳
o
o
山
鶏

　
O
こ
ω
σ
o
詳
国
霞
⑦
一
・
切
。
囚
「
H
．
〈
o
同
．
一
8
℃
．
一
ミ
．
　
　
　
　
　
　
　
　
・

④
u
嘔
潟
8
ρ
。
や
。
鐸
℃
噂
■
お
刈
嚇
醤
。
詳
⑦
9
〈
象
ω
ω
。
ぎ
ω
房
奉
嵩
u
｛
碁

　
く
ρ
口
団
。
σ
Q
o
口
鋤
。
弓
・
じ
d
．
麟
畢
圏
曾
く
。
洲
一
8
や
一
ゆ
9

⑤
　
H
げ
δ
こ
や
お
軒

⑥
u
雪
起
。
。
。
。
’
。
ワ
。
罫
、
や
§
唖
…
洪
。
ユ
ρ
℃
」
O
刈
≦
。
。
巳
魯
げ
。
Φ
ぎ
く
。
劉

　
く
目
H
①
8
…
O
o
冨
σ
q
σ
q
甑
岩
”
ω
o
甥
卑
ω
8
奮
目
⑦
o
o
舞
。
き
溢
。
げ
Φ
σ
q
＄
o
ビ
a
Φ
o
凹
ω

　
〈
㊤
コ
属
＆
Φ
層
冨
”
血
ω
0
7
H
鄭
巳
。
層
H
湿
巳
ρ
や
嫡
◎
。
．

⑦
u
自
潟
。
。
。
。
匂
。
や
2
貫
℃
．
お
①
・

⑧
丙
。
冨
ρ
や
お
。
。
．

⑨
固
ぼ
9
や
b
。
8
●

⑳
男
ρ
臨
。
。
。
層
ピ
①
窪
露
ざ
写
a
6
一
噸
麟
巳
箕
ρ

⑪
緊
。
羅
。
こ
や
“
。
O
G
。
。

⑫
ぎ
盈
．
”
や
8
ゲ

⑬
H
三
α
二
℃
●
卜
。
O
ω
』
8
．

⑭
囲
三
ρ
や
8
卜
。
●

⑮
同
三
畠
●
管
や
b
。
8
』
O
磐

⑯
ウ
ィ
レ
ム
乱
世
に
よ
る
英
二
間
の
海
外
領
土
に
関
す
る
約
束
文
書
を
『
キ
ュ
ー
書

　
簡
』
（
ゆ
ユ
。
く
φ
誹
ぐ
四
5
国
Φ
譲
）
と
呼
ん
で
い
る
（
類
り
㎝
．
悼
気
）
。
こ
の
文
書
は
英

　
爾
抗
争
史
を
解
明
す
る
璽
要
な
文
献
で
あ
る
。
残
念
乍
ら
原
文
を
入
手
す
る
こ
と
は

　
で
き
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
レ
ム
五
二
が
英
撮
に
あ
っ
て
総
督
と
し
て
の
立
場
か
ら
海
外

　
に
あ
る
和
蘭
窟
憲
に
対
し
て
対
英
抗
争
を
中
止
す
る
よ
う
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。

　
英
仏
両
勢
力
の
間
に
あ
る
和
濁
は
、
こ
の
書
簡
に
よ
っ
て
一
つ
の
定
ま
っ
た
方
針
を

　
失
う
結
果
と
な
る
。
本
国
で
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ウ
ィ
レ
ム
五
世
を
死
罪
に
値
す
る
反

　
逆
行
為
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
支
配
し
た
。
宿
敵
英
国
に
漁
爾
を
売
渡
す
売
国
行
為
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で
あ
る
と
判
噺
さ
れ
た
。
顧
論
は
更
に
分
裂
の
度
を
増
し
、

仏
の
灘
つ
に
色
分
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
．

＠＠　os　op　op　os　＠　os　ee　＠＠　ig　dy　＠

》
臼
燭
o
o
ω
「
o
℃
．
o
搾
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・

緩
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．
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o
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①
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〈
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⑳
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b
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乙
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噸
N
O
囲
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H
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娼
．
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●

H
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や
一
疋
．

H
σ
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こ
ワ
H
箋
．

O
o
障
α
q
α
q
二
一
賢
。
や
。
溶
二
や
＄
’

σ
篇
図
o
o
P
o
や
。
一
f
℃
・
一
b
。
P

騎
。
艮
。
こ
や
ト
⊃
一
b
ひ
・

O
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．
、
b
6
。
識
。
客
…
…
、
．
の
完
訳
で
あ
る
。
最
近
ハ
ー
グ
の
国
立
文
書
館

か
ら
入
手
し
た
の
で
、
本
稿
に
は
充
分
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。
解
説
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
立
派
な
も
の
で
、
商
贔
学
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
人
々
の

心
を
惹
き
つ
け
た
の
は
彼
の
改
革
論
と
巳
時
に
、
V
・
○
・
C
に
よ
っ
て
閉

さ
れ
て
い
た
東
印
度
の
事
情
が
、
彼
の
産
業
に
対
す
る
詳
述
な
報
告
に
よ
っ

て
本
国
の
人
達
に
今
更
の
ご
と
く
薪
し
い
情
報
と
し
て
提
供
さ
れ
た
点
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
2
　
彼
の
編
成
し
た
麗
地
軍
の
性
格
で
あ
る
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れ
に
関
し
て
は
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と

こ
ろ
解
囲
の
手
が
か
り
が
み
あ
た
ら
な
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。
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マ
ッ
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ハ
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フ
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ラ
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研
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あ
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文
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あ
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ら
、
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手
に
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少
々
負
い
か
ね
る
。
た
だ
そ
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歴
史
的
背
景

で
あ
る
『
強
謂
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培
制
度
』
を
み
て
み
た
い
。
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ェ
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の
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で
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印
度
に
赴
き
、

主
と
し
て
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的
立
場
か
ら
植
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政
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転
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要
求
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。
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代
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①
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簡
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簡
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概
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デ
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墓
石
に
次
の
ご
と
く
書
か
れ
て
い
る
。

アユルク・ファン・ホーヘンドルプ

　　　　（176！－1822）

　　　　　オランダ人

　　　　植民地改革者

　　ナポレオン直下の将軍

　　　　　ここに眠る

ハ
尼
騎
工
叢
高
校
教
諭
）
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Thoughts　and　Deeds　of　Dirk　van　Hogendorp

　　　　　a　fragment　of　the　Dutch　Coloniol　history

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　Yasuo　Tabuchi

　　This　short　l　reatise　covers　the’　thoughts　and　deeds　of　General

Hogendorp，　who　gave　an　effort　to　the　renewal　of　the　administvative

metheds　of　colonial　territories，　aniiinated　by　the　new　phiiosophy　and

new　trading　and　commercial　ideas．

　　・ln　the　history，　from　the　middle　of　the　18th　to　the　beglnning　of

the　19th　century，　we　are　able　to　retrace　the　serious　upheaval，　ex－

citemeltt　and　agitation　in　the　Malay　Archipelago　and　the　lndian

Waters，　which　were　mainly　originated　by　the　inflttences　of　tke　his－

torical　movements　in　Europe．

　　The　Un1ted　Provinces，　the　old　colonial　Empire，　which　had　been

maiBtaiRing　the　supremacy　for　more　than　two’centuries，　building　up

tlie　E”？pire　of　the　lsles，　fiuttering　her　fiags　at　the　factories　al｛　over

the　world，　without　the　exception　of　that　at　Nagasaki，　was　laid　under

tlte　protection　of　Fance　after　the　2Rvasion　of　the　French　Revolutioiiary

Armey　in　1795．　Consequent！y，　the　Dutch　country　was　ultder　the

condition　of　confrontation　with　Britain　against　each　other，　which

caused　to　be　the　relative　decline　of　Ho！iand　in　Europe　as　weli　as　in

South　East　Asia．

　　These　historical　phenomena　show　us　that　the　indestrial　capital，

bacl〈ed　by　the　new　manufacturipg．　system，　occupied　．the　place　once

held　by　the　trading　capitai．　The　Dutch　East　lndia　Company，　which

had　been　dependent　・not　so　niuch　tipon　the　manufacturing　system，　as

mainly　upon　the　transit　trade　or　the　trading　system　always　managed

by　the　Regent　Families，　was　unabie　to　maintain　its　tradtional　system

in　the　face　of　rise　of　the　British　actiyities，　and　was　forced　to　change

ies　conventional　policy．

　　Recently，　in　oversea’s　countries，　as　£he　resuits　of　releasing　the

documents　which　had　been　accumulated　for　severai　centuries，　the

researclies　of　t’he　coloniai　history，　in　accordance　wlth　rise　of　Nation－

alism　in　Malay　world　nowadays，　have　been　popular　year　after　year．

In　our　country，　also，　the　objective　situations　of　stimulating　the

inVestigation　of　colonial　affairs　has　been　becoining　ripe　and　mature．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（王65）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、


