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は
じ
め
に

　
２
０
２
２
年
度
か
ら
、
歴
史
総
合
と
い
う
教
科
が
高
校
の
必
修
科
目
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
世
界
史

と
日
本
史
を
融
合
さ
せ
た
教
科
で
す
。
も
う
少
し
詳
し
く
い
う
な
ら
、「
世
界
史
と
日
本
史
を
融
合
し
、
こ

れ
ま
で
学
習
不
足
が
目
立
っ
て
い
た
近
現
代
分
野
を
中
心
に
学
ぶ
」
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

　
本
書
は
、
こ
の
考
え
方
に
刺
激
を
受
け
、
私
自
身
の
観
点
か
ら
歴
史
総
合
を
書
い
た
書
物
で
す
。

　
読
者
の
中
に
は
、
近
現
代
史
が
中
心
で
は
な
い
と
い
う
印
象
を
お
持
ち
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
近
世
を
近
現
代
史
の
一
部
に
含
め
た
な
ら
、
お
よ
そ
75
パ
ー
セ
ン
ト
が
近
現
代
史
の
こ
と

を
書
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
近
現
代
史
を
知
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
は
古
代
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
も
そ

も
人
類
と
は
何
か
を
知
ら
ず
し
て
、
近
現
代
史
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
語
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
思

い
ま
す
。

　
本
書
は
、
見
開
き
２
ペ
ー
ジ
で
一
つ
の
話
題
を
提
供
し
、
全
部
で
１
０
０
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
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必
ず
、
日
本
と
の
関
係
に
言
及
し
て
い
ま
す
。
日
本
史
は
、
世
界
史
の
一
部
な
の
で
す
か
ら
。
で
は
つ
ぎ

に
、
本
書
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。
本
書
の
大
ま
か
な
内
容
が
、
そ
れ
で
お
わ
か
り
い
た
だ
け

る
と
期
待
し
ま
す
。

　
第
１
章
は
、「
ア
フ
リ
カ
か
ら
出
た
人
類
が
『
日
本
』
を
つ
く
る
ま
で
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
す
。

　
１
９
６
９
年
７
月
20
日
に
、
ア
ポ
ロ
11
号
の
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
船
長
が
人
類
史
上
初
め
て
月
面
に
降

り
立
っ
た
と
き
、「
こ
れ
は
一
人
の
人
間
に
と
っ
て
は
小
さ
な
一
歩
だ
が
、
人
類
に
と
っ
て
は
偉
大
な
飛
躍

で
あ
る
」
と
言
っ
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
言
葉
を
使
用
す
る
な
ら
、
今
か
ら
７
万
〜
５
万
年
前
に
ア
フ
リ
カ
出
身
の
一
人
の
無
名
の
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
外
世
界
へ
の
一
歩
は
、
お
そ
ら
く
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
船
長
の
月
面
へ
の
一
歩

以
上
に
、
人
類
に
と
っ
て
の
大
き
な
一
歩
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

　
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
は
、
こ
の
一
歩
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
す
。

　
人
類
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
へ
と
移
動
し
ま
す
。
や
が
て
人
類
は
定
住
し
、
六
大
文
明
を
形
成
し
ま
し

た
。
六
大
文
明
の
形
成
過
程
は
出
ア
フ
リ
カ
の
一
部
で
あ
り
、
日
本
列
島
に
人
々
が
棲
み
着
く
過
程
も
、

日
本
で
コ
メ
が
栽さ

い

培ば
い

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
出
ア
フ
リ
カ
の
一
つ
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

4



ま
す
。
と
す
れ
ば
、
日
本
史
は
、
出
ア
フ
リ
カ
か
ら
始
ま
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
第
２
章
の
「
中
国
の
影
響
下
で
育
っ
た
古
代
日
本
」
で
は
、
六
大
文
明
の
中
で
急
速
に
経
済
を
発
展
さ

せ
た
中
国
に
焦
点
を
当
て
、
お
も
に
中
国
と
の
関
係
で
日
本
史
を
論
じ
て
い
ま
す
。

　
中
国
で
は
、
始し

皇こ
う

帝て
い

に
よ
り
度ど

量り
ょ
う

衡こ
う

や
文
字
が
統
一
さ
れ
、
現
在
の
水
準
で
判
断
す
る
な
ら
あ
ま
り
大

し
た
こ
と
が
な
い
と
は
い
え
、
単
一
市
場
の
形
成
に
成
功
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
中
国
は
、
ど
ん
ど
ん
中

央
集
権
化
を
進
め
て
国
家
が
経
済
に
介
入
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
古
代
中
国
が
他
の
地
域
よ
り
も
高
い
経
済

成
長
率
を
実
現
で
き
た
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
日
本
が
取
り
入
れ
た
中
国
の
律り

つ

令り
ょ
う

制
度
は
、
そ
の
結

果
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
日
本
人
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
日
本
に
律
令
制
度
が
根
付
か
な
か
っ
た
大
き
な
原
因
で
す
。

　
や
が
て
中
国
は
、
宋
の
時
代
に
さ
ら
に
大
き
な
経
済
成
長
を
遂
げ
、
宋
の
銅
銭
は
ア
ジ
ア
の
ユ
ー
ロ
と

も
い
う
べ
き
存
在
に
な
り
ま
す
。
日
本
を
含
め
、
ア
ジ
ア
で
は
、
緩
や
か
な
商
業
統
合
が
果
た
さ
れ
た
の

で
す
。

　
第
３
章
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反
撃
が
書
か
れ
ま
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ジ
ア
進
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出
と
日
本
の
海
禁
政
策
」
で
す
。
そ
れ
ま
で
劣
勢
に
あ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
攻
勢
に
転
じ
た
の
で
す
。

　
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
他
地
域
と
の
交
流
が
盛
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ア
ジ
ア
と
の
貿
易
に

際
し
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
自
ら
赴
く
こ
と
は
な
く
、
ア
ジ
ア
人
の
手
で
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
ま
で
輸
送
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
香
辛
料
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
で
流
通
さ
せ
て
い
た
、
と
い
う
の
が

そ
の
例
で
す
。
で
す
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
ヴ
ァ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
が
イ
ン
ド
航
路
を
発
見
し
て
以
来
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
船
で
ア
ジ
ア
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
進
出
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
内
に
と
ど
ま
る
ア
ジ
ア
。
そ
れ
が
こ
の
二
地
域
の
大
き
な
違
い
で
し
た
。
そ

れ
が
、
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
大
き
な
差
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
同
時
代
の
ア

ジ
ア
で
は
海
禁
政
策
が
と
ら
れ
、
貿
易
を
国
家
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
り
、
貿
易
は
停
滞
し
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
拡
大
に
は
、
多
く
の
商
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
住
ん
で

い
た
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
セ
フ
ァ
ル
デ
ィ
ム
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
の
拡
大
に
は
、
ユ
ダ
ヤ

人
の
血
を
ひ
く
コ
ン
ベ
ル
ソ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
し
た
。

　
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
戦
争
は
主
権
国
家
誕
生
の
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
戦
争
を
継
続
し
て
い

く
と
、
他
国
を
憎
む
感
情
が
生
ま
れ
、
自
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
高
揚
へ
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

対
し
日
本
は
、
国
を
閉
ざ
す
こ
と
に
よ
り
中
国
か
ら
の
影
響
力
が
な
く
な
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
別
の
形
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で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
代
国
家
へ
の
歩
み
と
い
う
点
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
が
対
比
さ
れ
ま
す
。

　
第
４
章
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ジ
ア
植
民
地
化
と
日
本
」
で
も
、
近
代
化
し
つ
つ
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

日
本
が
対
比
さ
れ
ま
す
。
宗
教
戦
争
の
余
波
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
内
で
異
分
子
と
み
な
さ
れ
た
人
た

ち
（
つ
ま
り
別
の
宗
教
や
宗
派
を
信
じ
る
人
々
）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
世
界
に
移
住
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
か
え

っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
広
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
支
配
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
日
本
で
も
一
般
の
人
々
の
生
活
水
準
は
上
昇
し
ま
す
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
他

地
域
の
産
品
を
購
入
す
る
こ
と
で
生
活
水
準
を
上
げ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
そ
れ
ま
で
輸
入
し
て
い
た

商
品
を
国
内
で
生
産
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
（
す
な
わ
ち
輸
入
代
替
に
よ
り
）、
生
活
の
質
が
高
ま
っ
た

と
い
う
違
い
が
見
て
取
れ
る
で
し
ょ
う
。

　
も
と
も
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
経
済
的
に
は
ア
ジ
ア
よ
り
劣
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
科
学
で
は
進
ん
で
い
た

の
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
が
中
国
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
科
学
の
成
果
を
輸
出
し
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
世
界
は

徐
々
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化
」
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
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第
５
章
は
、「
帝
国
主
義
時
代
と
日
本
」
が
論
じ
ら
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
を
植
民
地
化
し
て
い

く
と
き
に
掲
げ
た
言
葉
は
、「
文
明
化
の
使
命
」
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
遅
れ
た
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ

を
文
明
化
す
る
こ
と
こ
そ
自
分
た
ち
の
使
命
だ
と
本
気
で
信
じ
、
世
界
を
植
民
地
化
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　
劣
っ
た
人
々
に
対
し
、
不
平
等
条
約
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
と
感
じ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
日
本
人
は
、
不
平
等
条
約
の
撤て

っ

廃ぱ
い

に
非
常
に
長
い
時
間
を
か
け
て
、
成
功
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
帝
国
主
義
時
代
に
は
世
界
が
一
体
化
し
ま
す
。
た
と
え
ば
電
信
に
よ
り
、
情
報
は
世
界
中
に
た
だ
ち
に

伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
世
界
の
貿
易
が
発
展
す
る
と
、
そ
の
た
め
の
決
済
が
増
加
し
、
そ
の
多

く
は
ロ
ン
ド
ン
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
世
界
経
済
が
成
長
す
る
ほ
ど
イ
ギ
リ
ス
船
、
イ
ギ
リ
ス

の
保
険
が
使
用
さ
れ
ま
す
。
す
る
と
商
取
引
に
必
要
な
手
数
料
収
入
が
イ
ギ
リ
ス
に
流
入
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
日
本
が
東
ア
ジ
ア
に
植
民
地
（
正
確
に
は
「
植
民
地
」
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
を
も
ち
、
帝

国
を
形
成
し
、
産
業
革
命
に
成
功
し
た
の
は
そ
う
い
う
時
代
で
し
た
。
で
す
が
お
そ
ら
く
、
日
本
人
は
イ

ギ
リ
ス
が
形
成
し
た
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
気
づ
か
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
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第
６
章
の
「
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
現
代
社
会
へ
の
転
換
と
日
本
」
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
か
ら
現

代
ま
で
の
世
界
と
日
本
の
歴
史
が
述
べ
ら
れ
ま
す
。

　
１
９
２
０
年
代
に
は
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
が
登
場
す
る
な
ど
、
欧
米
的
な
消
費
社
会
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
日
本
で
す
が
、
１
９
３
１
年
の
日
中
開
戦
か
ら
１
９
４
５
年
ま
で
続
く
十
五
年
戦
争
に
よ
っ
て
、
消
費

社
会
の
形
成
は
頓と

ん

挫ざ

し
ま
す
。

　
１
９
２
９
年
に
ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
不
況
の
影
響
で
、
世
界
経
済
は
大
恐
慌
に
陥
り
、
そ
れ
が
原
因

の
一
つ
と
な
っ
て
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
ま
す
。
こ
の
間
、
日
本
は
、
軍
事
産
業
の
発
展
に
よ
り
、

重
化
学
工
業
を
基
軸
と
す
る
産
業
構
造
へ
と
転
換
し
ま
す
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
戦
後
世
界
は
資
本
主
義
陣
営
で
あ
る
西
側
（
ア
メ
リ
カ
側
）
と
、
社
会
主
義
陣
営

で
あ
る
東
側
（
ソ
連
側
）
に
分
か
れ
ま
す
。
世
界
が
ア
メ
リ
カ
経
済
の
絶
対
的
な
大
き
さ
に
依
存
し
、
国

際
機
関
を
ア
メ
リ
カ
の
繁
栄
の
た
め
に
利
用
す
る
国
際
秩
序
が
築
か
れ
ま
す
が
、
１
９
７
１
年
の
ニ
ク
ソ

ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
瓦
解
し
ま
す
。

　
世
界
の
産
業
構
造
は
消
費
を
中
心
と
し
た
も
の
か
ら
金
融
を
中
心
と
し
た
も
の
へ
と
変
わ
り
ま
す
。
金

融
社
会
と
新
自
由
主
義
の
台
頭
に
よ
り
、
所
得
格
差
が
広
が
り
ま
す
。

　
ア
ジ
ア
で
は
、
当
初
は
高
度
経
済
成
長
を
経
験
し
て
い
た
日
本
が
、
つ
い
で
中
国
が
目
覚
ま
し
い
経
済
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成
長
を
実
現
し
て
い
ま
す
。
中
国
は
、「
一
帯
一
路
」
に
よ
り
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
物
流
の
中
心
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
は
、「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
戦
略
」
に
よ
り
、
海
を
意
識
し
た
政

策
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
繰
り
返
し
ま
す
が
、
日
本
史
は
世
界
史
の
一
部
で
す
。
本
書
は
、
歴
史
総
合
と
い
う
科
目
を
学
習
す
る

高
校
生
、
そ
れ
を
指
導
す
る
先
生
方
の
お
役
に
立
つ
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
史
に
対
す
る
新
し
い
視

点
を
提
供
し
、
多
く
の
読
者
に
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
歴
史
の
見
方
を
提
供
し
た
い
と
い
う
思
い
で
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
家
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、「
す
べ
て
の
歴
史
は
現
代
史
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
ま
し

た
。
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
は
、「
歴
史
は
現
代
と
過
去
と
の
対
話
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し

た
。
彼
ら
の
発
言
の
趣
旨
は
少
し
ず
つ
異
な
る
も
の
の
、
歴
史
と
は
、
す
べ
て
現
代
か
ら
過
去
を
ど
の
よ

う
に
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
歴
史
家
は
、
現
代
の
視
点
か
ら
絶
え
ず
過
去
を
再
構
成
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。

　
本
書
を
通
じ
て
、
私
自
身
が
過
去
を
ど
の
よ
う
に
し
て
再
構
成
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
読
者
が
理
解

し
て
い
た
だ
け
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

10



　
本
書
の
執
筆
に
あ
た
り
、
編
集
者
の
片
倉
直
弥
氏
に
は
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
場
を
借
り
て
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
書
の
原
稿
を
提
出
し
て
少
し
た
っ
た
２
０
２
１
年
４
月
19
日
、
京
都
産
業
大
学
文
化
学
部
准
教
授
の

中
川
さ
つ
き
さ
ん
が
、
病
気
療
養
中
の
と
こ
ろ
、
治
療
の
甲
斐
な
く
亡
く
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
こ
こ
数
年
、
京
都
産
業
大
学
の
労
働
組
合
の
執
行
委
員
長
を
し
て
お
り
、
中
川
さ
ん
は
そ
の
私
を

献
身
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
た
ば
か
り
か
、
学
外
で
の
組
合
活
動
に
積
極
的
に
携
わ
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
同
志
と
も
い
え
る
人
物
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
私
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。

周
り
の
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
ま
す
。

　
中
川
さ
ん
、
私
た
ち
の
組
合
活
動
を
支
え
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
励
ま
し
の
言

葉
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
執
行
委
員
会
や
団
体
交
渉
で
の
勇
気
あ
る
発
言
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
面
白
い
話
を
い
っ
ぱ
い
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
本
書
を
、
中
川
さ
つ
き
さ
ん
の
魂
に
さ
さ
げ
ま
す
。
そ
れ
が
、
私
に
で
き
る
最
大
の
感
謝
で
す
。
こ
れ

ま
で
本
当
に
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

 

２
０
２
１
年
６
月
　
玉
木
俊
明

11 はじめに
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リ
が
社
会
主
義
に
憧
れ
た
時
代　
214

92
社
会
保
障
制
度
の
成
立
が
早
い
イ
ギ
リ
ス
と
遅
い
日
本
、
そ
の
差
を
生
ん
だ
の
は
家
族
制
度　
216

93
日
本
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
立
役
者
・
手
塚
治
虫　
218

94
ア
メ
リ
カ
が
支
配
し
た
戦
後
世
界
経
済
と
、
そ
の
終
焉
の
理
由　
220

95
日
本
も
追
随
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
「
金
融
自
由
化
」
が
生
み
出
し
た
格
差
社
会　
222

96
現
代
に
残
る
帝
国
主
義
の
負
の
遺
産
、
難
民
問
題　
224

97
ブ
ラ
ッ
ド
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
が
表
す
ア
フ
リ
カ
の
悲
劇　
226

98
最
新
の
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｉ
Ｔ
企
業
と
日
本
企
業
の
産
業
構
造
の
違
い　
228

99
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
が
象
徴
す
る
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
の
帝
国
主
義
の
差
異　
230

100
「
一
帯
一
路
」
と
「
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
戦
略
」　
日
中
の
現
代
外
交
戦
略　
232





ア
フ
リ
カ
か
ら
出
た
人
類
が

「
日
本
」を
つ
く
る
ま
で

第
１
章



　
世
界
史
の
始
ま
り
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
問
題
で
す
。
私
は
そ
れ
を
「
出
ア
フ
リ

カ
」
に
求
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
し
か
い
な
か
っ
た
人
類
が
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
７
万
〜
５

万
年
前
に
世
界
中
に
拡
散
し
た
の
で
す
か
ら
。
世
界
史
も
日
本
史
も
、
す
べ
て
は
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　
人
類
が
ア
フ
リ
カ
大
陸
か
ら
世
界
中
に
移
動
し
た
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
出
ア
フ
リ
カ
に
よ
り
、
人
類
は
多
様
な
地
域
に
棲
み
つ
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
あ
る
地
域
の
人
類
が
滅

亡
し
て
も
、
別
の
地
域
の
人
類
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
あ
る
地
域
で
疫え

き

病び
ょ
うが

発

生
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
域
で
定
住
し
た
人
々
と
他
の
地
域
に
棲
む
人
類
が
没
交
渉
で
あ
れ
ば
、
他
地
域
の
人

類
に
被
害
は
及
び
ま
せ
ん
。
種
の
最
大
の
目
的
が
種
の
保
存
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
選
択
は
き
わ
め
て
理
に
か

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
人
類
は
、
足
は
速
く
は
な
く
、
身
体
も
大
き
く
は
な
く
、
個
体
で
は
他
の
生
物
よ
り
も
弱
い
の
で
す
が
、
二
本

1
 「

日
本
人
」の
形
成
も
世
界
史
の 

一
部
で
あ
る
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足
で
長
距
離
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
自
由
に
な
っ
た
手
で
、
動
物
の
皮
な
ど
を
使
い
、
そ
れ
を

着
る
こ
と
で
、
寒
さ
に
耐
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
石
器
に
よ
っ
て
狩
り
を
し
、
火
を
使
っ
た
調
理
も

で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
人
類
は
「
言
葉
」
を
獲
得
し
、
共
同
作
業
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
人
類
が
果
て
し
な
く

続
く
旅
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
ア
フ
リ
カ
だ
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
ま
す
。

　
図
表
１
に
あ
る
よ
う
に
、
人
類
が
ア
フ
リ
カ
か
ら
世
界
中
に
拡
が
る
ま
で
に
、
か
な
り

の
年
月
を
必
要
と
し
ま
し
た
。
本
当
に
さ
ま
ざ
ま
な
気
候
区
に
移
動
し
、
出
ア
フ
リ
カ

が
終
わ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
１
０
０
０
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
太
平
洋

の
諸
島
に
移
住
で
き
た
の
は
、
両
手
を
自
由
に
使
い
、
船
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
で
す
。
そ
の
間
に
人
類
は
文
明
を
形
成
し
、
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
人
類
は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
列
島
に
も
や
っ
て
き
ま
し
た
。
人
類
学
者
の
海か

い

部ふ

陽よ
う

介す
け

の

研
究
に
よ
れ
ば
、
３
万
８
０
０
０
年
前
の
氷
河
期
に
日
本
に
く
る
ル
ー
ト
と
し
て
、
サ

ハ
リ
ン
か
ら
北
海
道
へ
の
陸
上
ル
ー
ト
、
朝
鮮
半
島
か
ら
対
馬
、
さ
ら
に
北
九
州
に

至
る
ル
ー
ト
、
台
湾
か
ら
与
那
国
島
に
丸
木
舟
で
渡
る
ル
ー
ト
が
あ
り
ま
し
た
。

　
し
た
が
っ
て
世
界
史
的
に
み
れ
ば
、「
日
本
人
」
の
形
成
と
は
、
出
ア
フ
リ
カ
の
歴
史

の
一
部
な
の
で
す
。

3万5000～2万5000年前3万5000～2万5000年前

6万～5万年前6万～5万年前

1200～800年前1200～800年前

1000年前1000年前

1400年前1400年前

4万年前4万年前

15万～10万年前15万～10万年前

7万～
5万年前
7万～
5万年前

3000～
2000年前
3000～
2000年前

1万2000年前？1万2000年前？

1万2000～1万年前？1万2000～1万年前？
氷床•氷河
2万年前の海岸線

図表1 出アフリカの経路
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文
明
と
は
定
住
者
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
人
々
の
あ
い
だ
に
染
み
つ
い
て
い
る
考

え
方
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
。
と
い
う
の
も
、
太
平
洋
に
散
ら
ば
る
諸
島
間
に

文
明
が
な
か
っ
た
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
陸
地
を
中
心
と
し
て
み
た
歴
史
観
の
弊

害
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
縄
文
時
代
を
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
か
、
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
昔
は
、
世
界
に
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ン
ダ
ス
、
黄
河
の
四
大
文
明
が
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
現
在
で
は
そ
れ
に
長
江
（
揚
子
江
）
と
古
代
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
文
明
を
加
え
て
、「
六
大
文
明
」
と
い
う
の
が

一
般
的
で
す
。

　
六
大
文
明
は
、
確
か
に
定
住
者
が
形
成
し
た
文
明
で
す
。
し
か
し
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
明
に
閉
じ
こ
も
っ
て

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
と
エ
ジ
プ
ト
文
明
の
あ
い
だ
に
は
交
易
が
あ
り
、

や
が
て
二
つ
の
文
明
は
一
体
化
し
て
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
と

2
縄
文
時
代
は
世
界
の
六
大
文
明
と
は 

異
質
な
の
か
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イ
ン
ダ
ス
文
明
の
あ
い
だ
に
も
交
易
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。

　
定
住
者
が
生
み
出
し
た
文
明
圏
を
結
ぶ
、
移
動
す
る
人
々
が
い
ま
し
た
。
移
動
す
る
人
々
が
い
な
け
れ
ば
、
文

明
の
伝
播
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
定
住
民
と
移
住
民
は
表
裏
一
体
、
す
な
わ
ち
相
互
依
存
関
係
に
あ
っ
た

と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
出
ア
フ
リ
カ
に
よ
っ
て
世
界
中
に
移
動
し
た
人
類
は
、
世
界
各
地
に
定
住
し
、
い
く
つ
か
の
文
明
を
築
き
ま
し

た
。
そ
し
て
定
住
せ
ず
移
動
を
続
け
る
人
類
も
い
て
、
彼
ら
が
定
住
者
の
文
明
を
結
び
つ
け
て
い
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。
世
界
の
文
明
は
そ
の
よ
う
に
し
て
発
展
し
、
相
互
依
存
関
係
を
強
め
て
い
っ
た
と
い
え
る
で
し

ょ
う
。

　
人
類
が
日
本
へ
定
住
し
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
過
程
の
一
部
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
や
北
ア
ジ

ア
、
台
湾
か
ら
き
た
人
々
が
、
日
本
に
棲
み
つ
き
ま
し
た
。
縄
文
時
代
で
す
。
縄
文
時
代
と
は
今
か
ら
１
６
０
０

０
〜
３
０
０
０
年
ほ
ど
前
の
時
代
で
、
定
住
者
の
も
た
ら
し
た
文
化
の
影
響
を
受
け
、
植
物
が
栽
培
さ
れ
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
そ
の
痕
跡
が
日
本
列
島
各
地
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
縄
文
文
化
も
ま
た
、
定
住
者
だ
け
で
は
な
く
移

動
す
る
人
々
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
と
い
う
証
拠
で
す
。
日
本
の
文
化
も
、
定
住
と
移
動
の
相
互
依
存
と
い
う
、
六

大
文
明
の
形
成
と
同
じ
過
程
を
た
ど
っ
た
と
い
え
る
の
で
す
。
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ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
と
い
う
歴
史
家
は
、
定
住
生
活
こ
そ
「
人
類
最
大
の
過
ち
で
あ
る
」
と
断
言
し
て

い
ま
す
。
日
本
が
国
民
病
と
し
て
苦
し
め
ら
れ
た
「
結
核
」
も
、
定
住
が
な
け
れ
ば
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
か
つ
て
、
狩
猟
採
集
に
よ
る
生
活
水
準
は
定
住
に
比
べ
て
低
く
、
平
均
寿
命
は
短
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

狩
猟
採
集
に
よ
る
生
活
で
は
食
料
を
計
画
的
に
育
て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
貯
蔵
さ
れ
る
も
の
は
少
な
く
、
毎
日
新

し
い
食
料
を
見
つ
け
て
飢
え
を
し
の
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
す
。
逆
に
、
定
住
し
て
農
耕
を
始
め
、

品
種
改
良
を
し
た
植
物
を
栽
培
し
た
な
ら
、
た
く
さ
ん
の
食
料
が
と
れ
、
飢
え
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
で
す
が
、
近
年
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
考
古
学
の
遺
跡
調
査
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
と
ト
ル
コ
で
発
見
さ
れ
た
骨
格
標
本
を
見
る

と
、
氷
河
期
末
期
の
１
万
年
前
の
狩
猟
採
集
民
の
平
均
身
長
は
、
男
性
が
５
・
９
フ
ィ
ー
ト
、
女
性
が
５
・
５
フ
ィ

ー
ト
で
し
た
。
し
か
し
、
約
１
万
年
前
に
世
界
中
で
植
物
の
栽
培
と
動
物
の
家
畜
化
が
始
ま
っ
た
後
の
、
紀
元
前

3
近
代
日
本
を
苦
し
め
た 

「
人
類
最
大
の
過あ

や
ま

ち
」

28



３
０
０
０
年
の
農
民
は
、
そ
れ
ぞ
れ
５
・
３
フ
ィ
ー
ト
と
５
フ
ィ
ー
ト
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
狩
猟
採

集
民
の
方
が
身
長
が
高
く
、
栄
養
状
態
が
良
か
っ
た
の
で
す
。

　
農
業
社
会
で
は
食
料
が
備
蓄
さ
れ
、
持
つ
者
と
持
た
ざ
る
者
の
あ
い
だ
に
大
き
な
差
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
さ
ら
に
農
業
の
問
題
点
と
し
て
、
以
下
の
三
点
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
第
一
に
初
期
の
農
民
が
入
手
で
き
る
食
料

は
一
種
類
か
二
種
類
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
う
え
に
カ
ロ
リ
ー
数
が
少
な
か
っ
た
の
で
、
栄
養
状
態
は
良
く
な
か
っ

た
と
い
う
点
。
第
二
に
、
非
常
に
か
ぎ
ら
れ
た
数
の
作
物
に
依
存
し
て
い
た
た
め
、
作
物
が
育
た
な
か
っ
た
ら
、

た
ち
ま
ち
飢
餓
に
見
舞
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
っ
た
点
。
第
三
に
、
農
業
に
よ
っ
て
人
々
が
密
集
し
て
住
む
よ
う
に

な
り
、
そ
の
多
く
が
他
地
域
の
人
々
と
商
品
を
交
換
し
た
の
で
、
寄
生
虫
や
伝
染
病
が
広
ま
っ
た
点
。

　
じ
つ
は
、
結
核
と
下げ

痢り

は
農
業
が
発
生
す
る
ま
で
は
存
在
せ
ず
、
は
し
か
と
腺
ペ
ス
ト
は
、
大
都
市
が
生
ま
れ

る
ま
で
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
人
間
が
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病
原
菌
や
ウ
イ
ル
ス
が
撒
き
散
ら
さ

れ
、
人
類
は
疫
病
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
言
い
換
え
る
と
、
出
ア
フ
リ
カ
と
は
世
界
中
に
病
気
が

拡
散
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
日
本
で
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
結
核
が
国
民
病
で
あ
り
、
多
数
の
若
者
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
人
類
が

定
住
生
活
を
選
ん
だ
結
果
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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世
界
中
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
農
作
物
は
、
元
来
は
野
生
種
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
人
間
が
品
種
改
良
を
重
ね

て
で
き
た
の
が
、
農
耕
に
向
い
た
栽
培
作
物
で
す
。

　
六
大
文
明
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
主
要
作
物
を
あ
げ
る
と
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
が
麦
類
、
エ
ジ
プ
ト
文
明
が

小
麦
、
イ
ン
ダ
ス
文
明
が
麦
類
、
黄
河
文
明
が
小
麦
や
ア
ワ
・
キ
ビ
、
長
江
文
明
が
コ
メ
、
古
代
ア
メ
リ
カ
文

明
が
ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
す
。

　
さ
て
、
日
本
人
の
主
食
と
い
え
ば
、
や
は
り
コ
メ
で
す
。
現
在
の
研
究
で
は
、
稲
作
の
起
源
は
、
イ
ン
ド
の
ア

ッ
サ
ム
地
方
か
ら
中
国
の
雲
南
省
に
か
け
て
の
山
間
部
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
日
本
に
は
、
長
江
な
い
し
朝
鮮
半

島
か
ら
、
縄
文
時
代
の
終
期
に
稲
作
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　
コ
メ
が
伝
わ
っ
た
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
細
か
く
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
現
在
で
は
、
前
６
０
０
０
〜
前
５
０
０
０
年
頃
に
す
で
に
長
江
流
域
に
文
明
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま

4
縄
文
時
代
の
稲
作
は 

六
大
文
明
と
と
も
に
あ
り
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す
。
長
江
文
明
は
、
畑
作
中
心
の
黄
河
文
明
と
は
違
い
、
稲
作
中
心
で
し
た
。
こ
れ
が
、
日
本
に
と
っ
て
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
ず
中
国
か
ら
稲
作
が
伝
わ
っ
た
の
は
東
南
ア
ジ
ア
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
前
４
０
０
０
年
頃
か
ら
稲
作

が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
ま
で
に
は
長
江
中
下
流
域
と
亜
熱
帯
の
中
国
東
南
部
で
文
化
的
な
接
触
が
あ
り
、

中
国
東
南
部
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
へ
と
稲
作
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　
前
２
０
０
０
年
紀
〜
前
１
０
０
０
年
紀
初
頭
に
は
、
稲
作
は
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
島
部
に
ま
で
広
ま
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
稲
作
の
伝
播
に
は
、
稲
作
の
方
法
を
知
る
人
々
の
移
動
が
必
要
で
す
か
ら
、
人
的
交
流
を
通
じ
て
、
稲

作
に
か
ぎ
ら
ず
、
東
南
ア
ジ
ア
は
中
国
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
稲
作
が
、
や
が
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
直
接
的
な
経
路
に
は
、
朝
鮮
半
島
、
長
江
、

台
湾
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
稲
作
の
技
術
を
も
っ
て
日
本
に
定
住
し
た
人
々
は
、
日
本
を
稲
作
地
帯
に
変
え
て
い
き
ま
し
た
。

技
術
は
、
人
と
と
も
に
移
動
し
ま
す
。
こ
の
点
で
日
本
は
、
東
南
ア
ジ
ア
と
同
じ
く
文
化
的
に
も
中
国
の
影
響
を

受
け
る
と
い
う
経
験
を
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
日
本
人
は
、
日
本
へ
の
稲
作
の
伝
来
に
し
か
興
味
を
も
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
稲

作
の
た
ど
っ
た
道
を
探
る
こ
と
で
、
新
し
い
世
界
の
見
え
方
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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著
名
な
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
人
類
が
思
想
的
に
大
き
く
成
長
し
た
紀
元
前
５

０

０

年
頃
を
「
枢
軸
時
代
」

と
呼
び
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
は
る
か
今
の
日
本
の
思
想
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

　
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
こ
う
言
い
ま
す
。「﹇
こ
の
頃
に
﹈
人
類
を
し
て
今
日
あ
ら
し
め
て
い
る
精
神
的
基
盤
が
築
か
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
中
国
、
イ
ン
ド
、
ペ
ル
シ
ア
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
時
を
同
じ
く

し
て
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
、
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す
」（
ヤ
ス
パ
ー
ス
著
・
草
薙
正
夫
訳
『
哲
学
入
門
』
新
潮
文
庫
）。

　
こ
の
前
５
０
０
年
頃
、
中
国
に
は
孔
子
と
老
子
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
墨
子
、
荘
子
、
列
子
な
ど
の
中
国
哲
学
に

お
け
る
重
要
な
思
想
家
が
現
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
で
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
哲
学
が
誕
生
し
、
釈
迦
が
仏
教
を
創
始

し
、
中
国
と
同
様
、
懐
疑
主
義
と
唯
物
論
、
詭
弁
派
と
虚
無
主
義
に
至
る
ま
で
の
哲
学
が
出
現
し
ま
し
た
。
そ
し

て
イ
ラ
ン
で
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
が
現
れ
ま
す
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
は
今
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

終
末
論
や
善
悪
二
元
論
を
説
き
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

5
世
界
と
日
本
の
思
想
を
決
定
し
た 

枢す

う

じ

く軸
時
代
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そ
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
で
は
、「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
と
い
う
民
族
的
な
苦
難
を
契
機
と
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
し
て
の

民
族
意
識
が
強
く
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
体
系
が
築
か
れ
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
教
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
、
後
に
世
界

三
大
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
が
成
立
す
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
す
。

　
ま
た
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
詩
人
の
ホ
メ
ロ
ス
、
哲
学
者
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
歴
史
家
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、

ツ
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ー
ス
、
数
学
者
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
ら
が
活
躍
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
お
お
む
ね
前
５
０
０
年
頃
に
、
世
界
の
思
想
を
決
定
づ

け
る
人
々
が
各
地
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
に
人
類
の
思
想
の
大
枠
は

決
ま
っ
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
す
。

　
日
本
に
は
、
図
表
２
の
よ
う
な
ル
ー
ト
を
経
て
、
６
世
紀
に
仏
教
が
伝
来

し
ま
す
。
日
本
は
、
６
世
紀
に
枢
軸
時
代
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
16
世
紀
に
は
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
来
し
、
日
本
は

再
び
枢
軸
時
代
の
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

図表2 仏教の伝来ルート

サーンチー

ガンダーラ

ラサ
ナーランダ

長安

広州

アユタヤ

奈良
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



