
解

説

栗
原

俊
秀

世
界
史
の
授
業
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
テ
ー
マ
だ
が
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二

O
世
紀
の
半
ば

ま
で
、
イ
タ
リ
ア
も
ま
た
植
民
地
政
策
を
推
進
し
て
い

た
。エ

リ
卜
リ
ア
の
現
代
史
で
は
、

一
八
八
一
年
か
ら

一
九
四
一
年
ま
で
のか
「
イ
タ
リ
ア
植
民
地
時
代
」
と
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
エ
リ
卜
リ
ア
は
、
紅
海

沿
岸
の
北
部
地
域
を
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
、
そ
れ
以
外
の

土
地
を
「
パ
ハ
レ
・
ガ
ネ
シ
ユ

(「
海
の
地
」
の
意
ご

と
い
う
王
国
が
統
治
し
て
い
た
。
西
を
ス
|
ダ
ン
、
南

を
エ
チ
オ
ピ
ア
に
ぐ
る
り
と
固
ま
れ
、
紅
海
の
対
岸
に

イ
エ
メ
ン
を
臨
む
エ
リ
卜
リ
ア
は
、
数
世
紀
に
わ
た
り

中
東
世
界
の
辺
境
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
現
在
の
エ

説

リ
ト
リ
ア
で
も
っ
と
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
が

ア
ラ
ビ
ア
語
と
テ
イ
グ
リ
二
ヤ
語
で
あ
る
の
は
、
こ
う

し
た
歴
史
的
経
緯
に
よ
る

(な
お
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
ハ
ム

定
公
用
語
は
存
在
し
な
い
)。

先
の
大
戦
が
終
結
し
て
か
ら
、
植
民
地
時
代
の
記
憶

は
イ
タ
リ
ア
人
の
脳
裏
か
ら
急
速
に
薄
れ
て
い
っ
た
。

「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
植
民
地
の
歴
史

解

を
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
わ
た

し
は
イ
タ
リ
ア
に
や
っ
て
き
て
か
ら
気
づ
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
誰
も
何
も
知
り
え
な
い
、
誰
も
何
も
知
り
た

が
ら
な
い
、
わ
た
し
た
ち
の
過
去
の
切
れ
端
な
の
で
す
。

[
中
略
]
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
学
は
、

そ
れ
ま
で
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
」

こ
の
よ
う
に
語
る
の
は
、
こ
の
た
び
訳
出
し
た

『ア

ス
マ
ラ
よ
、
さ
よ
う
な
ら
』
(〉∞
3
R
2EFou-
九
八

八
年
)
の
作
者
エ
ル
ミ
一
一
ア
・
デ

ツ
口
|
口
で
あ

る
。
彼
女
は
イ
タ
リ
ア
植
民
地
時
代
の
末
期
で
あ
る

一
九
三
八
年
、
エ
リ
ト
リ
ア
の
首
都
ア
ス
マ
ラ
に
生
ま

れ
て
い
る
。
父
方
の
祖
父
は
、

一
八
八
六
年
に
工
リ
ト

リ
ア
に
移
住
し
た
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
。
デ
ツ
口

l
口

は
二

O
歳
の
と
き
、
大
学
進
学
の
た
め
に
ア
ス
マ
ラ
か

ら
ミ
ラ
ノ
へ
と
移
住
し
、
以
来
、
現
在
に
い
た
る
ま
で

同
地
で
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

『
ア
ス
マ
ラ
よ
、
さ
よ
う
な
ら
』
は
作
家
の
自
伝
的

な
作
品
で
あ
る
。
今
回
は
一二

頁
か
ら
二
九
頁
ま
で
を

抄
訳
し
た
が
、
全
体
で
は
約
二
五
O
頁
に
及
ぶ
長
篇
で

あ
る
。
デ
ツ
口
|
口
の
小
説
は
い
ず
れ
も
、
彼
女
の
生

地
で
あ
る
エ
リ
ト
リ
ア
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い

る

二

O
O
六
年
に
発
表
さ
れ
た

『
遺
棄
』
(円

ち
E
E
S
D
)
と
い
う
作
品
で
は
、
植
民
地
時
代
の
工

リ
卜
リ
ア
を
舞
台
に
し
て
、
イ
タ
リ
ア
人
の
父
親
と
エ

リ
ト
リ
ア
人
の
母
親
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
少
女
の
人

生
を
描
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

『夜
ご
と
に
星
を
眺

め
る
と
と
』
(〈旦

3
0関口一
E
5
r
5
F
二
O
一
O

年
)
の
よ
う
に
、
現
代
の
イ
タ
リ
ア
に
生
き
る
語
り
手

が
、
エ
リ
ト
リ
ア
に
暮
ら
す
老
い
た
母
を
思
い
省
察
を

め
ぐ
ら
す
と
い
-
つ
結
構
の
作
品
も
あ
る
。

デ
ツ
口
|
口
は
児
童
文
学
も
数
多
く
手
が
け
て
い
る

が
、
子
供
向
け
の
作
品
を
執
筆
す
る
際
に
も
、
工
リ
卜

リ
ア
は
重
要
な
参
照
項
に
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
文
学

賞
を
獲
得
し
た

『海
の
向
こ
う
側
か
ら
』
(り
色
正

E

官
H
R
牛肉-ヨ
R
P
二
O
O
五
年
)
と
い
う
作
品
は
、
地

中
海
を
渡
り
イ
タ
リ
ア
へ
と
移
民
し
て
く
る
、
エ
リ
ト

リ
ア
の
少
女
の
命
が
け
の
旅
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

作
品
の
冒
頭
、
「
二
つ
の
世
界
の
あ
い
だ
に
生
き
る
」

と
い
う
序
文
に
お
い
て
、
作
家
は
小
さ
な
読
者
た
ち
に

向
け
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「ζ
の
物
語
の

一
部
は
、
工
リ
卜
リ
ア
を
舞
台
に
し

て
い
ま
す
。
登
場
人
物
た
ち
は
エ
リ
卜
リ
ア
人
で
す
。

[中
略
]
こ
れ
か
ら
わ
た
し
は
、
ど
う
し
て
自
分
は
ア

フ
リ
カ
に
生
ま
れ
た
の
に
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
り
、
そ
れ

で
も
自
分
を
工
リ
卜
リ
ア
人
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
、

皆
さ
ん
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
」

ア
ッ
ロ
l
口
の
祖
国
は
工
リ
卜
リ
ア
な
の
か
、
イ
タ

リ
ア
な
の
か
。
以
下
に
引
く
の
は
、
移
民
文
学
の
た
め

の
オ
ン
ラ
イ
ン
文
雲
雑
誌
「
工
ル
・
ギ
ブ
リ
」
に
掲
載

さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
一
節
で
あ
る
。

「
エ
リ
卜
リ
ア
で
は
、
わ
た
し
は
白
人
だ
け
れ
ど
、

自
分
の
家
に
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。イ
タ
リ
ア
で
は
、

誰
も
が
わ
た
し
を
イ
タ
リ
ア
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

アスマラよ、さようならエリトリア/イタリア337 



わ
た
し
は
周
り
と
同
じ
外
見
を
し
て
い
て
、
同
じ
言
葉

を
話
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
わ
た
し
は

イ
タ
リ
ア
に
い
る
と
き
、
自
分
が
外
国
人
で
あ
る
よ
う

338 

に
感
じ
ま
す
」

ア
ツ
口
|
口
の
作
品
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
若
き
日

を
過
ご
し
た
「
自
分
の
家
H
エ
リ
卜
リ
ア
」
へ
の
、
や

む
こ
と
の
な
い
郷
愁
で
あ
る
。
植
民
者

(も
し
く
は
そ

の
子
孫
)
に
と
っ
て
の
祖
国
と
は
な
に
か
、
ひ
い
て
は
、

二
つ
の
世
界
に
生
き
る
者
に
と
っ
て
の
祖
国
と
は
な
に

か
、
デ
ツ
口
1

口
の
文
学
は
私
た
ち
読
者
に
豊
か
な
示

唆
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。


