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は
し
が
き 

こ
こ
に
あ
げ
る
資
料
は
、
昨
年
五
月
パ
リ
ー
の
ユ

ネ
ス
コ
で
開
か
れ
た
国
際
会
議
の
際
に
各
国
か
ら

提
出
さ
れ
た
報
告
書
の
概
要
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

実
は
昨
年
五
月
、
著
者
は
パ
リ
ー
の
ユ
ネ
ス
コ
で
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
教
科
書
に
お
け
る
「
ア
ジ
ア
文
化
の
取

扱
い
に
関
す
る
専
門
家
会
議
」
と
い
う
長
い
名
前
の

会
議
に
出
席
し
た
、
そ
の
際
の
資
料
を
も
と
に
し
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
歴
史
教
科
書
の
ア
ジ

ア
文
化
の
取
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る
ア

ジ
ア
諸
国
の
文
化
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
予
想
外
に

少
な
い
。
少
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
誤
解
も
あ
れ
ば

偏
見
も
あ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
初
等 

中
等
教
育
に
お
け
る
諸
外
国
の
歴
史
の
取
扱
い
は
そ 

          

れ
に
比
べ
る
と
雲
泥
の
差
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
歴 

史
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
常
識
で
い
る
の
で
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
事
情
を
み
る
と
驚
く
ほ
か
な
い
。
最
近

国
際
理
解
な
ど
と
い
う
こ
と
が
盛
に
主
張
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の

輸
入
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア

メ
リ
カ
で
は
、
も
っ
と
理
想
的
な
国
際
理
解
の
教
育

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
と
ア
ジ
ア
に
関
す
る
限
り
、
こ
れ
か

ら
述
べ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
て
、
義
理
に
も
す
ぐ

れ
た
国
際
理
解
の
教
育
を
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。 ヨ

ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
間
で
は
、
国
際
理
解
を
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
ア
ジ
ア
に
関
す
る
限
り

は
、
国
際
理
解
と
い
っ
て
も
、
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

異
な
る
の
で
あ
る
。
五
月
の
時
の
会
議
で
も
、
そ
の

こ
と
が
明
ら
か
に
み
と
め
ら
れ
た
が
、
つ
ま
り
、
こ

れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ア
ジ
ア
に
全
然
目
を
向
け

て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
ア
ジ
ア
は
変
貌

を
と
げ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
通
り
の

ア
ジ
ア
観
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
な
く
な
る
。
こ
の
際
何
と

か
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
か

た
で
あ
る
。
き
わ
め
て
実
利
的
な
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
会
議
が
開
催
さ
れ
る
前
に
、
各
国
の
ユ
ネ
ス

コ
国
内
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
に
依
頼
し
て

自
国
の
歴
史
、
地
理
、
そ
の
他
社
会
科
の
教
科
書
を

こ
の
見
地
か
ら
分
析
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
本
部
に
報
告

し
た
。
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
国
際
会
議
は
、
教
科

書
の
改
善
、
あ
る
い
は
歴
史
、
地
理
、
社
会
教
育
に

つ
い
て
の
国
際
理
解
の
立
場
か
ら
の
改
善
を
相
談

し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
そ
れ
ら
の
報
告
書
に
も

と
づ
い
て
、
各
国
の
歴
史
教
科
書
の
実
情
を
述
べ
る
。

紙
数
の
関
係
も
あ
る
の
で
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、

イ
タ
リ
ア
な
ど
の
主
な
国
に
と
ど
め
て
お
く
。 

 

一 

フ
ラ
ン
ス 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
初
等
、
中
等
教
育
の
一
二
年
間

の
教
育
の
上
の
七
年
間
の
い
わ
ゆ
る
中
等
教
育
の

段
階
の
と
こ
ろ
で
、
ど
の
よ
う
に
ア
ジ
ア
文
化
を
取

扱
っ
て
い
る
か
を
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
。
そ
れ
に

『
学
校
』
一
九
五
七
年
三
月
（
新
日
本
教
育
協
会
） 

《
講
座
・
戦
後
世
界
の
教
育
》 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
教
科
書
に
お
け
る 
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よ
る
と
、
中
等
教
育
の
七
年
間
に
、
第
１
表
の
よ
う

に
歴
史
の
教
育
を
二
回
ま
わ
り
お
こ
な
っ
て
い
る
。 

第
一
ラ
ウ
ン
ド
が
下
の
四
年
間
、
第
二
ラ
ウ
ン
ド

が
上
の
三
年
間
、
第
二
ラ
ウ
ン
ド
で
は
、
主
と
し
て
、

近
世
以
後
の
歴
史
を
や
っ
て
い
る
。
こ
の
二
回
ま
わ

り
の
間
に
、
ア
ジ
ア
の
文
化
に
つ
い
て
ど
れ
だ
け
教

え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
第
２
表
を
見
ら
れ
た
い
。 

        

 

こ
れ
で
み
る
と
、
つ
ま
り
東
洋
の
文
化
に
つ
い
て

は
、
古
代
世
界
の
エ
ジ
プ
ト
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
な
ど
、

そ
れ
か
ら
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
東
方
遠
征
に
関
し

て
、
ペ
ル
シ
ャ
な
ど
が
語
ら
れ
、
つ
い
で
サ
ラ
セ
ン

の
文
化
、
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
の
遠
征
に
関
し
て
、
シ
ナ

の
文
化
が
語
ら
れ
、
近
世
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン

ス
の
植
民
地
獲
得
に
関
係
し
て
イ
ン
ド
の
こ
と
が

語
ら
れ
、
現
代
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
の
も
と
に
、

イ
ン
ド
、
シ
ナ
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
み
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
、
東
洋
と
い
う
も
の
の
文
化
を
み
て
い
る 

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
文
明
と
か
文
化
と
か
は
、
西

洋
の
も
の
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
が
確
立 

し
て
ゆ
く
途
中
で
、
未
開
の
諸
国
を
み
て
ゆ
く
と
い 

っ
た
取
扱
い
か
た
な
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
、 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
や
フ
ラ
ン
ス
史
は
あ
っ
て
も
、
わ
れ

わ
れ
日
本
人
が
も
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
史
観
は

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
き
わ
め
て
時
代
お
く
れ
で

あ
る
こ
と
は
だ
れ
に
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す

で
に
世
界
の
東
洋
と
西
洋
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い

ろ
い
ろ
と
問
題
を
お
こ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も

は
や
新
し
い
目
で
見
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
時

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
二
つ
の
世
界
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
一
つ
の
世
界
史
の
中
の
出
来
事
で
は
な
い

か
。 

ニ 

イ
ギ
リ
ス 

イ
ギ
リ
ス
の
教
科
書
分
析
の
委
員
会
は
、
全
部
で

一
四
七
冊
の
教
科
書
を
調
べ
て
、
そ
の
教
科
書
の
中

の
ア
ジ
ア
の
取
扱
い
を
批
評
し
て
い
る
。
こ
の
中
で

世
界
史
の
教
科
書
と
い
わ
れ
る
も
の
は
一
五
で
、
あ

と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
か
イ
ギ
リ
ス
史
で
あ
る
。
こ
の

教
科
書
に
つ
い
て
批
評
を
し
て
い
る
。
そ
の
評
価
は
、

ど
ん
な
範
囲
の
こ
と
を
取
扱
っ
て
い
る
か
、
重
味
は

ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
か
か
っ
て
い
る
か
、
全
体
と
し

て
統
一
が
と
ら
れ
て
い
る
か
、
視
野
は
広
く
向
け
ら

第１表 

フランス中等教育に 

おける歴史の教育 

最 終 現 代 

 １  革命時代 

 ２  十七・八世紀 

 ３  現  代 

 ４  近  代 

 ５  中  世 

 ６  古代世界 

(注) フランスでは、上か

ら第一、第二とよぶ。 

第２表 フランスの歴史教育で取扱われるアジア文化 

時代(学年) 近東文化 回教文化 インド文化 極東文化 

古 代 

(6) 

エジプト・メソポタ
ミア・フェニキア・
ヘブライの文明 

   

同 上 

ペルシャ・ヘレニズ
ム文化・ローマ文化
の中の東洋文明 

   

中 世 

(5) 

 七世紀から九世紀
にいたる回教文化 

 

 十三世紀におけるシ

ナ文化。マルコポーロ

に関係して 

近 世 

(4,2) 

  十七，八世紀におけ
るインドの文化。ヨ
ーロッパの侵略に関
係して 

 

現 代 

(3,1,最終) 

  イギリスの支配下に

おけるインドの変貌 

ヨーロッパの影響下

における極東文化の

変貌 
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れ
て
い
る
か
、
公
正
で
あ
る
か
、
客
観
的
で
あ
る
か
、

な
ど
と
い
う
視
点
を
お
い
て
な
さ
れ
、
全
体
と
し
て

み
た
教
科
書
の
傾
向
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中

か
ら
主
な
点
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。 

ま
ず
古
代
の
ア
ジ
ア
を
取
扱
っ
た
部
分
で
あ
っ

て
も
、
中
東
は
別
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
の

背
景
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
せ
て
い
な
い
。
近
代

で
も
同
様
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
世
界
の
こ
と
し
か
取

扱
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
リ
ア
ジ
ア
と
い
う
考
え
か
た

が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
根
源

に
あ
る
も
の
は
、
中
東
や
地
中
海
文
化
で
あ
っ
て
、

広
い
ア
ジ
ア
文
化
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
な
い
。 

ア
ジ
ア
に
つ
い
て
取
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
、
も
の

珍
ら
し
い
と
い
っ
た
こ
と
が
多
く
、
そ
の
社
会
の
事

情
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
少
な
い
。
つ
ま
り

ア
ジ
ア
は
同
じ
人
間
の
社
会
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
り
、
珍
奇
な
も
の
、
好
奇
心
の
対
象
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。 

イ
ン
ド
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
侵
略

以
後
の
政
治
に
関
連
し
て
取
扱
わ
れ
て
お
り
、
イ
ン

ド
文
化
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
。 

ま
た
次
の
よ
う
に
も
批
評
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド

や
シ
ナ
の
文
化
が
発
達
し
た
古
代
の
こ
と
は
し
ば

し
ば
除
外
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
こ
と
を
扱
っ
て
も

ア
ジ
ア
自
体
の
発
展
の
見
地
か
ら
取
扱
っ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
二
十
世
紀
の
ア
ジ
ア
の
発
達
な
ど

は
き
わ
め
て
粗
雑
で
あ
る
。
重
点
が
お
か
れ
て
い
る

の
は
、
ペ
ル
シ
ャ
の
ダ
リ
ウ
ス
と
か
、
ア
レ
ク
サ
ン

ダ
ー
の
遠
征
と
か
、
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
や
そ
の
後
の

東
洋
旅
行
者
の
こ
と
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ

と
も
多
少
よ
い
教
科
書
に
な
れ
ば
、
仏
陀
と
か
ア
ソ

カ
王
、
孔
子
と
い
っ
た
人
び
と
に
ふ
れ
て
い
る
が
、

あ
る
教
科
書
で
は
、
シ
ナ
は
長
い
間
固
定
し
た
宗
教

や
文
化
の
世
界
に
住
ん
で
い
て
、
や
っ
と
ク
リ
ス
ト

教
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
書
い
て
、
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
の
時
代
に
い
き
な
り
は
い
っ
て
い
る
。 

ま
た
重
要
な
問
題
が
忘
れ
ら
れ
て
、
た
い
し
て
重

要
で
な
い
こ
と
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
ヒ
ン
ズ
ー
の
カ
ー
ス
ト
制
度
や
迷
信
的
習
慣
と

思
わ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
説
明
す

る
社
会
的
、
経
済
的
、
文
化
的
な
事
情
は
全
然
な
い

と
い
っ
た
こ
と
。
ま
た
一
八
五
七
年
の
ベ
ン
ガ
ル
の

土
民
の
暴
動
に
つ
い
て
イ
ギ
リ
ス
に
不
利
な
こ
と

は
述
べ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
教
科
書
は
、
伝
統
的
に

植
民
地
獲
得
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
帝
国
主
義
の
ふ
ん
い

気
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。 

ま
た
あ
る
著
者
は
、
中
世
の
シ
ナ
や
イ
ン
ド
は
お

と
ぎ
の
国
の
よ
う
に
豊
か
な
国
だ
と
書
い
た
り
し

て
、
つ
ま
り
全
体
と
し
て
統
一
が
な
い
。
あ
る
部
分

は
か
な
り
正
確
に
述
べ
て
い
る
か
と
思
う
と
あ
る

部
分
は
全
く
荒
唐
無
稽
で
あ
る
。
ま
た
十
字
軍
の
時

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
ア
ジ
ア
の
高
い
文
化
に
接
触

す
る
ほ
ど
ア
ジ
ア
ヘ
は
行
か
な
か
っ
た
と
述
べ
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
が
ア
ジ
ア
ヘ
は
い
っ
た
時
、
ア
ジ

ア
人
に
は
そ
れ
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と

書
い
て
い
る
。 

こ
れ
は
シ
ナ
や
イ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
や
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
商
業
や
領
土
拡
張
な
ど
に
関
し
て
だ
け
あ

げ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
基
本
的
な
考
え
か
た
と

も
関
係
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ま
た
客
観
性
と
い

う
点
で
も
あ
ま
り
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
生
み

出
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
パ
ー
マ
ー
ス
ト
ン
の
シ

ナ
に
た
い
す
る
政
策
は
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
が
、

そ
の
同
じ
著
者
が
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
、
「
イ
ギ
リ

ス
の
イ
ン
ド
支
配
時
代
の
光
栄
あ
る
物
語
」
な
ど
と

書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
シ
ナ
に
つ
い
て
の

方
が
イ
ン
ド
に
つ
い
て
よ
り
、
よ
り
客
観
的
な
叙
述

を
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
が
植

民
地
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

三 

イ
タ
リ
ア 

次
に
イ
タ
リ
ア
の
教
科
書
に
つ
い
て
紹
介
し
よ

う
。
イ
タ
リ
ア
で
も
、
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
の
報

告
は
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

ど
う
し
て
も
正
当
な
理
由
を
発
見
で
き
な
い
大

き
な
穴
が
多
く
の
教
科
書
に
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

イ
ン
ド
の
歴
史
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
化
の
歴
史
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で
し
か
な
い
こ
と
。
シ
ナ
の
歴
史
が
一
八
九
五
年
の

下
関
条
約
以
降
か
ら
は
じ
ま
る
こ
と
、
つ
ま
リ
シ
ナ

の
歴
史
が
日
本
と
の
比
較
で
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。 

ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
見
地
と
い
う
点
が
目
立
つ

こ
と
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
民
の

活
躍
の
舞
台
で
し
か
な
い
と
い
う
取
扱
い
か
た
を

さ
れ
て
い
る
。
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
の
歴
史
は
、

コ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
中
で
取
扱
わ
れ
る
。
「
地
理

上
の
発
見
」
と
か
「
植
民
地
帝
国
の
勃
興
」
と
い
っ

た
取
扱
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
そ
れ

ま
で
知
ら
な
か
っ
た
ア
ジ
ア
を
発
見
し
た
と
い
う

考
え
で
あ
り
、
植
民
地
を
開
拓
し
て
い
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ア
ジ
ア
人
自
身
の
判
断
と
い
う
の
は
ほ
と

ん
ど
な
い
。
し
か
し
た
ま
に
は
、
日
本
の
岡
倉
天
心

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
危
険
が
あ
る

と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
も
あ
る
。 

ま
た
先
入
観
念
や
人
種
的
偏
見
を
著
者
が
も
っ

て
い
る
と
は
必
ず
し
も
い
わ
な
い
が
、
ア
ジ
ア
諸
国

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
意
見
が
、
い
つ
も
き
ま
り
文

句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
た
と
え

ば
、
イ
ン
ド
に
つ
い
て
、「
華
麗
と
貧
困
の
対
照
」 

「
ぼ
う
大
な
人
口
、
貧
困
、
諸
侯
に
よ
る
搾
取
」「
壮

大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、
ぼ
う
大
な
貧
民
の
群
と
の
対

照
」
と
い
っ
た
表
現
、
シ
ナ
に
つ
い
て
、
「
保
守
と

惰
性
の
国
」「
停
滞
し
た
文
化
」「
千
五
百
年
前
の
農

具
を
今
日
も
使
用
す
る
農
民
、
同
様
な
衣
裳
を
つ
け

て
い
る
人
び
と
」
「
シ
ナ
に
お
い
て
は
古
い
も
の
は

す
べ
て
神
聖
で
あ
り
、
新
し
い
も
の
は
す
べ
て
悪
魔

の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
表
現
。
日
本
に

つ
い
て
、
「
深
い
精
神
的
統
一
を
保
持
し
な
が
ら
、

日
本
は
二
〇
年
た
ら
ず
の
間
に
、
み
ず
か
ら
を
変
貌

さ
せ
た
」
「
そ
し
て
経
済
的
、
軍
事
的
、
社
会
的
に

す
ぐ
れ
た
近
代
国
家
と
な
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸

国
と
競
争
し
得
る
に
至
っ
た
」
「
先
生
を
追
い
越
し

た
生
徒
」
等
等
と
い
っ
た
表
現
。
こ
れ
ら
は
い
か
に

も
き
ま
り
文
句
で
あ
っ
て
、
皮
相
な
感
が
す
る
の
で

あ
る
。 

ア
ジ
ア
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
征
服

者
で
あ
っ
て
、
詩
人
、
文
学
者
、
哲
学
者
な
ど
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
知
で
あ
る
。
た
と
え
ば
イ
ン
ド

で
は
、
仏
陀
、
ア
ク
バ
ル
、
テ
イ
プ
、
サ
ー
ヒ
ブ
、

チ
ラ
ク
、
ガ
ン
デ
イ
な
ど
、
シ
ナ
で
は
、
孔
子
、
老

子
、
孫
文
な
ど
、
日
本
で
は
信
長
、
秀
吉
、
家
康
、

明
治
天
皇
、
東
郷
元
帥
な
ど
で
あ
る
。 

最
後
に
教
科
書
の
ア
ジ
ア
に
た
い
す
る
誤
解
に

つ
い
て
述
べ
る
と
、
第
一
に
ア
ジ
ア
の
人
び
と
を
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
規
準
に
合
わ
せ
て
判
断
す
る
こ
と
、
つ

ま
り
ア
ジ
ア
の
民
族
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
や
技

術
へ
の
適
応
と
い
う
点
だ
け
で
み
る
こ
と
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
影
響
を
受
け
入
れ
た
か
ど
う
か
で
価
値
を

判
断
す
る
こ
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
型
の
政
治
形
態
を
取

り
入
れ
た
か
否
か
で
文
明
国
か
否
か
を
判
断
す
る

こ
と
は
大
き
な
考
え
ち
が
い
で
あ
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
侵
入
は
恩
恵
で
あ
る
と
き
め
て
か
か
っ
て

い
る
。
そ
し
て
ア
ジ
ア
人
に
排
外
思
想
を
あ
お
っ
て

い
る
。 結 

語 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う

世
界
史
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の

こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
等
の
将
来
の
不

幸
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
だ
か
ら
こ

そ
、
教
科
書
の
改
善
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
伝
統
あ
る
そ
の
教
育
や
教
科
書
が
、
そ
う

一
気
に
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
ユ
ネ
ス
コ
会
議
に

集
ま
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
育
者
た
ち
は
、
深
刻
に

な
や
ん
で
い
た
。
あ
の
顔
を
私
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。 
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