
ア
フ
リ
カ
を
ど
う
教
え
る
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は
じ
め
に 

世
界
史
の
授
業
で
ア
フ
リ
カ
を
教
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
い
ざ
授
業
を
行
お

う
と
す
る
と
多
く
の
困
難
に
直
面
す
る
。
生
徒
は
ア
フ
リ
カ
と
い
う
存
在
を
知

ら
な
い
。
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
し
か
持
っ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
生
徒
に
奴
隷
貿
易
の
ア
フ
リ
カ
、
帝
国
主
義
の
犠
牲
者
を
強
調
し
て
教

え
る
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
拡
張
す
る
だ
け
に
な
る
。
ア
フ
リ
カ
＝
暗

黒
大
陸
・
貧
困
・
饑
餓
・
エ
イ
ズ
等
々
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
ア
フ
リ

カ
像
を
ど
う
造
っ
て
い
く
か
と
い
う
授
業
を
模
索
し
て
み
た
い
。
授
業
実
践
は

世
界
史
夏
期
講
座
で
栄
光
学
園
の
生
徒
対
象
の
も
の
と
藤
沢
総
合
高
校
対
象

の
（
本
稿
末
ペ
ー
ジ
の
プ
リ
ン
ト
）
二
枚
の
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
た
。 

 

一 

イ
ス
ラ
ー
ム
と
ア
フ
リ
カ 

古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
で
オ
リ
エ
ン
ト
の
延
長
上
に
紹
介
さ
れ
た
あ
と
、
次
に

登
場
す
る
の
は
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
西
ア
フ
リ
カ

と
東
ア
フ
リ
カ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
授
業
展

開
し
て
み
た
。 

西
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
は
、
ガ
ー
ナ
王
国
以
降
の
マ
リ
、
ソ
ン
ガ
イ

王
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
と
、
ガ
ー
ナ
王
国
を
攻
撃
し
た
ム
ラ
ー
ビ
ト
朝
、
ソ
ン

ガ
イ
王
国
を
滅
ぼ
し
た
モ
ロ
ッ
コ
を
か
ら
め
て
展
開
さ
せ
る
。
こ
の
地
域
に
産

す
る
金
の
存
在
が
繁
栄
の
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
が
繁
栄

の
中
心
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
あ
こ
が
れ
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
押
さ
え

る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
リ
王
国
の
王
マ
ン
サ=

ム
ー
サ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
紹
介
も
生
徒
の
興
味
を
引
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

東
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
は
、
イ
ン
ド
洋
交
易
の
観
点
か
ら
押
さ
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
フ
リ
カ
東
岸
を
押
さ
え
た
国
が
西
イ
ン
ド
洋
交
易
の
利

を
独
占
す
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
ム
ス
リ
ム
商
人
が
東
ア
フ
リ
カ
の
イ

ス
ラ
ー
ム
化
を
す
す
め
、
マ
リ
ン
デ
ィ
や
キ
ル
ワ
が
発
達
し
た
こ
と
を
押
さ
え

た
い
。
特
に
キ
ル
ワ
は
イ
ブ
ン
＝
バ
ッ
ト
ゥ
ー
タ
が
世
界
一
美
し
い
街
と
指
摘

し
た
こ
と
、
天
正
遣
欧
使
節
団
が
日
本
人
で
初
め
て
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
を
訪
れ
た

こ
と
な
ど
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
イ
ス

ラ
ー
ム
文
化
と
現
地
の
文
化
が
融
合
し
て
ス
ワ
ヒ
リ
文
化
が
発
生
し
、
現
在
も

ス
ワ
ヒ
リ
語
が
東
ア
フ
リ
カ
の
主
要
な
言
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
落
と
す

こ
と
が
で
き
な
い
。 

西
ア
フ
リ
カ
と
東
ア
フ
リ
カ
の
繁
栄
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
以
前

の
ア
フ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
比
べ
て
遅
れ
た
地
域
で
は
な
く
、
む
し
ろ
栄
え

て
い
た
と
い
う
事
実
を
伝
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
奴
隷

貿
易
に
よ
っ
て
主
要
な
生
産
者
た
る
べ
き
労
働
力
を
奪
わ
れ
た
ア
フ
リ
カ
は

他
の
世
界
地
域
に
対
し
て
経
済
的
に
後
退
し
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
つ

ま
り
欧
米
人
の
奴
隷
貿
易
が
ア
フ
リ
カ
の
貧
困
の
始
ま
り
で
あ
る
と
指
摘
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
奴
隷
貿
易
が
構
成
す
る
い
わ
ゆ
る
三
角
貿
易
で

は
、
ア
フ
リ
カ
に
雑
貨
や
ラ
ム
酒
が
運
ば
れ
た
な
ど
と
ア
フ
リ
カ
を
落
と
し
め

る
よ
う
な
記
述
が
か
つ
て
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
三
角
貿
易
と
は
イ
ン
ド
の

綿
製
品
が
中
心
で
あ
っ
た
と
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
交
易
の
主
導
権

争
い
に
勝
利
し
た
イ
ギ
リ
ス
が
奴
隷
貿
易
に
も
勝
利
し
た
こ
と
を
強
調
し
た

い
。
さ
ら
に
そ
の
富
を
産
業
革
命
に
振
り
向
け
た
イ
ギ
リ
ス
が
世
界
の
覇
権
国

家
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
示
す
こ
と
で
、
ア
フ
リ
カ
を
め
ぐ
る
世
界
史
の
近
世

史
が
で
き
あ
が
る
。 



二 

帝
国
主
義
進
出
と
ア
フ
リ
カ 

一
九
世
紀
後
半
に
は
ア
フ
リ
カ
は
列
強
に
よ
り
分
割
さ
れ
た
。
教
科
書
に
は

ア
フ
リ
カ
全
図
が
描
か
れ
そ
の
植
民
地
化
が
書
か
れ
る
。
と
こ
ろ
が
ど
の
教
科

書
も
進
出
の
明
確
な
理
由
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
一
九
世
紀
後
半
ア
フ
リ

カ
に
欧
米
諸
国
が
急
に
進
出
し
は
じ
め
た
か
。
そ
こ
は
世
界
中
で
用
い
ら
れ
て

い
る
商
品
の
原
料
供
給
地
と
商
品
市
場
へ
の
欲
求
と
い
う
こ
と
で
語
ら
れ
る

が
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。 

欧
米
人
が
ア
フ
リ
カ
に
求
め
た
の
は
油
ヤ
シ
と
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
。
油

ヤ
シ
は
石
け
ん
の
原
料
で
あ
り
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
は
マ
ー
ガ
リ
ン
の
原
料
と
し
で

あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
は
こ
の
時
代
に
急
増
す
る
都
市
労
働
者
の
生
活
に
必
要
な

生
活
用
品
で
あ
る
。
こ
の
供
給
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
迫
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
る
と

こ
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
油
ヤ
シ
と
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
の
た
め
に
ア
フ
リ
カ
を
植
民

地
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」
モ
ノ
と
し
て

は
鯨
油
が
有
名
で
あ
る
。
一
九
世
紀
、
ラ
ン
プ
照
明
に
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た

鯨
油
で
あ
っ
た
が
、
電
灯
の
発
明
で
不
用
と
な
り
、
日
本
の
開
国
を
求
め
た
ア

メ
リ
カ
の
も
っ
と
も
直
截
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
忘
れ
ら
れ
て

い
く
。
そ
し
て
今
、
鯨
を
取
り
に
来
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
が
、
鯨
を
捕
る
日
本

人
を
攻
撃
し
て
い
る
。 

な
ぜ
一
九
世
紀
後
半
に
欧
米
が
世
界
に
進
出
し
た
か
と
言
え
ば
、
こ
の
世
紀

後
半
に
医
学
が
急
速
に
発
達
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
マ
ラ
リ
ヤ
等
の
風

土
病
は
、
あ
る
意
味
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ア
フ
リ
カ
進
出
を
く
い
止
め
て
い
た
。

し
か
し
次
第
に
病
気
は
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
財
団
を
ス
ポ
ン
サ
ー
と
し
て
活
躍
し
た
野
口
英
世
が
黄
熱
病
の
た
め
ア

グ
ラ
で
亡
く
な
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挿
ん
で
お
き
た
い
。 

欧
米
の
ア
フ
リ
カ
分
割
そ
し
て
支
配
こ
そ
が
現
在
ま
で
の
ア
フ
リ
カ
社
会

の
停
滞
を
生
む
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。 

第
一
に
現
在
の
ア
フ
リ
カ
の
国
の
国
境
線
は
基
本
的
に
は
植
民
地
の
境
界

線
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
国
民
国
家
は
造
ら
れ
た
国

家
で
あ
る
ゆ
え
に
部
族
間
の
対
立
を
内
包
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
し
か
も

欧
米
人
が
植
民
地
支
配
す
る
と
き
、
少
数
派
の
部
族
を
利
用
し
て
多
数
派
の
部

族
を
支
配
し
た
例
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
反
動
が
現
在
に
引
き
継
が
れ
、
部
族
間

対
立
が
絡
む
内
乱
が
絶
え
な
い
こ
と
な
ど
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ア
フ
リ

カ
に
よ
く
見
ら
れ
る
直
線
的
な
国
境
線
な
ど
か
ら
そ
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る

な
ど
も
一
つ
の
方
法
か
も
し
れ
な
い
。 

第
二
は
、
世
界
各
地
域
共
通
の
問
題
で
あ
る
が
、
欧
米
人
は
ア
フ
リ
カ
で
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
た
。
そ
れ
は
当
然
そ
の
国
の
経
済
が
モ
ノ
カ
ル
チ

ャ
ー
依
存
の
国
と
な
り
、
そ
の
あ
げ
く
商
品
価
格
の
下
落
に
よ
る
貧
困
化
を
呼

び
込
む
原
因
と
な
っ
て
い
る
。 

最
後
に
こ
う
い
っ
た
ア
フ
リ
カ
の
停
滞
を
す
べ
て
欧
米
人
の
せ
い
に
す
る

独
裁
的
な
指
導
者
が
し
ば
し
ば
出
現
し
、
大
衆
の
支
持
の
下
、
恣
意
的
支
配
が

横
行
し
て
合
法
性
が
失
わ
れ
て
い
る
国
家
が
多
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

三 

モ
ノ
を
中
心
と
し
た
世
界
史
の
展
開 

生
徒
に
世
界
史
へ
の
親
し
み
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
モ
ノ
＝
世
界
商
品
を
中

心
に
世
界
史
を
語
る
こ
と
は
重
要
な
手
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
胡
椒
、

ク
ロ
ー
ブ
、
ナ
ツ
メ
グ
、
シ
ナ
モ
ン
と
い
っ
た
香
辛
料
が
世
界
商
品
で
あ
っ
た

時
代
、
こ
れ
を
求
め
て
大
航
海
時
代
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
一

六
世
紀
に
ア
ジ
ア
の
香
辛
料
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
直
送
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

し
か
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
ム
ス
リ
ム
商
人
と
の
香
辛
料
貿
易
の
競
争
に
敗
れ
没

落
し
て
い
く
。
こ
れ
に
代
わ
っ
て
一
七
世
紀
に
は
オ
ラ
ン
ダ
が
胡
椒
の
産
地
ジ



ャ
ワ
を
、
ク
ロ
ー
ブ
、
ナ
ツ
メ
グ
の
産
地
モ
ル
ッ
カ
諸
島
を
、
シ
ナ
モ
ン
の
産

地
セ
イ
ロ
ン
を
押
さ
え
て
香
辛
料
を
独
占
し
、
最
初
の
覇
権
国
家
と
な
っ
た
。 

香
辛
料
価
格
が
没
落
し
て
世
界
商
品
で
な
く
な
る
と
、
次
の
世
界
商
品
に
な

っ
た
砂
糖
、
コ
ー
ヒ
ー
、
キ
ャ
ラ
コ
、
そ
し
て
こ
れ
に
リ
ン
ク
す
る
奴
隷
貿
易

を
め
ぐ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
が
争
い
、
イ
ギ
リ
ス
が
こ
れ
に
勝
利
し
て

一
九
世
紀
の
覇
権
国
家
と
な
っ
て
い
く
。
い
う
な
れ
ば
奴
隷
貿
易
の
富
に
よ
っ

て
産
業
革
命
を
成
し
遂
げ
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
次
な
る
世
界
商
品
で
あ
る
石
炭
、

鉄
鉱
石
を
求
め
て
世
界
中
を
探
し
ま
わ
る
の
で
あ
る
。 

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
起
き
た
戦
争
の
原
因
の
ひ
と
つ
は

石
炭
と
鉄
鉱
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
資
源
を
有
す
る
満
洲
に
日
本
が
進
出

し
た
の
は
い
わ
ば
当
然
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
二
〇
世
紀
中
盤
か
ら
は
、

石
油
が
世
界
商
品
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
を
石
油
と
い
う
視
点
で
み
る

と
、
戦
争
の
本
質
的
部
分
が
か
な
り
見
え
て
く
る
に
違
い
な
い
。 

こ
う
見
て
ゆ
く
と
、
石
油
や
石
炭
の
よ
う
な
政
治
的
に
重
要
な
世
界
商
品
で

は
な
か
っ
た
が
、
油
ヤ
シ
と
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
で
ア
フ
リ
カ
史
を
考
え
る
の
も
一
つ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
か
思
う
。 

 

四 

ア
フ
リ
カ
の
今 

ア
フ
リ
カ
の
現
状
を
紹
介
す
る
書
物
が
昨
年
二
冊
発
行
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
は

岩
波
新
書
「
ア
フ
リ
カ
・
レ
ポ
ー
ト
」
（
松
本
仁
一
著
）
で
、
こ
こ
で
は
現
在

の
ア
フ
リ
カ
の
状
況
を
丹
念
に
追
っ
て
い
る
。
最
近
の
新
宿
で
ア
フ
リ
カ
系
外

国
人
が
急
増
し
て
い
る
現
状
を
描
き
、
そ
の
理
由
を
さ
ぐ
る
な
ど
非
常
に
興
味

深
い
。
こ
の
本
に
あ
る
よ
う
な
ア
フ
リ
カ
と
の
縁
を
き
っ
か
け
に
現
地
ア
フ
リ

カ
に
骨
を
埋
め
る
覚
悟
で
貢
献
し
た
人
々
の
紹
介
も
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
分
野

に
活
躍
す
る
日
本
人
も
増
え
て
き
て
い
る
。
も
う
一
冊
は
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書

「
ア
フ
リ
カ
の
今
を
知
ろ
う
」
（
山
田
肖
子
編
）
。
ア
フ
リ
カ
の
何
を
日
本
の

子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
べ
き
か
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
書
で
あ
る
。 

 
 

し
か
し
一
般
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
真
正
面
か
ら
偏
見
な
し
に
ア
フ
リ
カ
を

え
が
く
作
品
は
ま
だ
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。
「
ホ
テ
ル
ル
ワ
ン
ダ
」
の
ル
ワ
ン
ダ
、

「
キ
ン
グ
オ
ブ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
」
の
ウ
ガ
ン
ダ
、
「
ブ
ラ
ッ
ド
ダ
イ
ア
モ
ン

ド
」
の
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
「
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ク
・
タ
ウ
ン
」
の
ソ
マ
リ
ア
と
い

っ
た
現
状
を
「
断
片
的
に
伝
え
る
」
映
画
の
ほ
う
が
、
ア
フ
リ
カ
を
紹
介
す
る

も
の
と
し
て
は
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
う
し
た
作
品
で
紹
介
さ
れ
る
ア
フ
リ
カ
は

白
人
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
ア
フ
リ
カ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。 

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
も
、
か
つ
て
の
「
イ
ス
ラ
ム
史
」
理
解
は
「
白

人
の
目
」
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
を
学
ぶ
に
し
て
も
「
マ

ホ
メ
ッ
ト
」
と
「
サ
ラ
セ
ン
帝
国
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
現
在
の
「
イ
ス

ラ
ー
ム
史
」
は
見
方
が
一
変
し
て
い
る
。
こ
の
経
緯
を
考
え
る
と
今
後
の
ア
フ

リ
カ
像
も
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
遠
く
て
関
係
な
か
っ
た

ア
フ
リ
カ
で
あ
っ
た
が
、
今
や
多
く
の
人
々
の
到
来
で
近
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

こ
こ
で
ア
フ
リ
カ
を
開
発
教
育
だ
け
で
は
な
く
歴
史
教
育
か
ら
も
教
え
る
視

点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

五 

教
え
す
ぎ
る
日
本
史
、
教
え
な
さ
す
ぎ
る
ア
フ
リ
カ
史 

神
奈
川
県
は
今
年
か
ら
県
独
自
に
日
本
史
の
必
修
化
を
決
め
た
。
日
本
史
は

小
学
校
と
中
学
校
で
通
史
の
学
習
が
二
回
な
さ
れ
て
い
る
勘
定
に
な
る
。
高
校

の
限
ら
れ
た
時
間
割
の
な
か
で
生
徒
に
こ
れ
以
上
の
時
間
を
課
す
の
か
。
そ
し

て
い
っ
た
い
何
を
教
え
る
の
か
。
と
い
う
の
が
素
朴
な
疑
問
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
「
日
本
＝
国
民
国
家
日
本
」
は
明
治
以
降
の
人
為
的
創
造
物
で
あ

り
、
「
日
本
列
島
に
住
む
人
＝
日
本
人
＝
大
日
本
帝
国
臣
民
＝
日
本
国
民
」
で



は
決
し
て
な
い
。 

一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
国
民
国
家
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ

タ
リ
ア
が
成
立
し
て
い
く
な
か
で
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
イ
タ
リ
ア
語
が

形
成
さ
れ
た
。
こ
の
延
長
上
に
国
民
国
家
日
本
と
日
本
語
の
成
立
が
あ
る
。
日

本
だ
け
が
他
国
と
異
な
り
有
史
以
来
独
自
の
国
家
と
し
て
存
在
し
て
き
た
と

考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
そ
の
無
理
を
承
知
で
「
日
本
国
民
の
常
識
＝
大
人

た
ち
が
習
っ
て
き
た
日
本
史
＝
国
民
意
識
の
形
成
」
を
背
景
に
小
中
学
校
の
日

本
史
が
成
り
立
っ
て
き
た
。
高
校
で
日
本
史
を
必
修
化
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た

国
民
国
家
日
本
を
「
演
出
」
す
る
た
め
日
本
史
が
明
治
以
降
の
時
代
に
作
ら
れ

て
き
た
経
緯
と
必
要
性
を
学
ぶ
こ
と
こ
そ
が
必
要
で
、
大
人
た
ち
が
習
っ
て
き

た
「
日
本
史
と
い
う
構
造
」
を
教
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
議
論
に
な

る
と
日
本
史
の
先
生
方
は
文
字
資
料
を
示
し
て
、
日
本
と
い
う
意
識
を
か
な
り

前
か
ら
持
っ
て
い
た
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
資
料
は
当
時
の
支

配
者
層
の
も
の
で
あ
る
。
ペ
リ
ー
来
航
を
承
知
し
て
い
た
江
戸
幕
府
官
僚
層

は
、
と
っ
く
に
日
本
を
と
り
ま
く
状
況
を
理
解
し
て
い
た
。
た
だ
彼
ら
は
当
時

の
日
本
人
の
ほ
ん
の
一
部
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。 

た
だ
学
校
で
日
本
史
は
学
校
で
教
え
る
教
科
で
あ
る
以
上
、
で
き
な
い
生
徒

が
存
在
す
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
同
じ
内
容
を
何
回
も
繰
り
返
す
こ
と
に
意
味

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

こ
れ
に
対
し
て
ア
フ
リ
カ
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
「
地
理
」
が
選
択
科
目

で
あ
る
た
め
、
ほ
ぼ
必
修
の
「
現
代
社
会
」
の
南
北
問
題
の
項
で
「
貧
し
い
ア

フ
リ
カ
」
を
学
ぶ
機
会
し
か
な
い
。
世
界
史
で
学
ぶ
と
し
て
も
最
初
に
述
べ
た

程
度
し
か
勉
強
し
な
い
。
こ
う
い
っ
た
中
で
、
い
わ
ば
日
本
と
対
極
の
ア
フ
リ

カ
を
「
開
発
教
育
」
の
な
か
で
学
ぶ
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
。
「
経

済
発
展
＝
幸
せ
の
到
達
」
と
い
う
構
造
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
開
発
教
育
が
教

材
と
し
て
ア
フ
リ
カ
を
扱
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
し
、
自
分
た
ち
か
ら
ほ

ど
遠
い
ア
フ
リ
カ
の
現
状
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
生
徒
を
育
て
る
と
こ
ろ
に

グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
真
の
対
応
が
あ
ろ
う
。 

 

六 

世
界
史
は
外
国
の
歴
史
？ 

昨
年
末
、
高
等
学
校
の
指
導
要
領
の
改
訂
が
行
わ
れ
た
。
今
と
同
じ
く
世
界

史
の
み
が
地
歴
科
目
の
必
修
で
あ
る
。
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
は
こ
れ
に
先
立

ち
独
自
に
日
本
史
必
修
化
を
発
表
し
、
二
〇
一
三
年
か
ら
神
奈
川
県
で
は
世
界

史
と
日
本
史
が
必
修
化
さ
れ
る
。
必
修
化
の
根
拠
は
「
自
国
の
歴
史
を
知
ら
な

い
生
徒
が
多
い
」
「
他
国
の
歴
史
を
学
ぶ
時
間
が
あ
っ
た
ら
ま
ず
自
国
の
歴
史

を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
の
風
潮
に
あ
る
よ
う
だ
。
だ
が
、
ど
う
や
ら
県
教
委

の
言
う
「
世
界
史
」
と
は
必
修
化
さ
れ
る
前
の
お
よ
そ
三
〇
年
前
の
「
世
界
史
」

の
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
日
本
史
と
切
り
離
さ
れ
た
外
国
史
中
心
の
「
世
界
史
」

で
あ
る
。
現
在
の
世
界
史
は
日
本
史
を
組
み
込
ん
だ
世
界
史
で
あ
り
、
小
学
校
、

中
学
校
で
学
ん
だ
日
本
中
心
の
日
本
史
で
な
く
、
世
界
か
ら
日
本
史
を
学
ぶ
ス

タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
。
文
部
科
学
省
が
中
学
校
で
学
ん
だ
日
本
史
を
さ
ら
に

詳
細
に
す
る
高
校
日
本
史
を
必
修
化
し
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
社
会
の
時
代
に
、
普
遍
的
に
「
日
本
」
が
あ
っ
た
よ

う
な
一
国
史
的
日
本
史
が
世
界
に
通
用
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
子
供

の
成
長
過
程
を
考
え
た
場
合
に
、
高
校
で
は
世
界
史
の
中
で
日
本
史
を
学
び
、

さ
ら
に
大
学
等
で
は
日
本
と
い
う
特
異
な
国
民
国
家
の
性
格
を
学
ぶ
の
が
ふ

さ
わ
し
い
と
多
く
の
歴
史
研
究
者
が
考
え
る
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う

い
っ
た
当
然
の
こ
と
が
ど
う
し
て
通
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
は
や
は
り

「
世
界
史
は
外
国
の
歴
史
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
歴
史
研
究
者
、
高
校
の
世
界

史
教
員
「
以
外
」
の
人
々
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 



三
〇
年
前
の
高
校
現
場
の
授
業
と
、
現
在
の
そ
れ
は
一
見
す
る
と
そ
れ
ほ
ど

変
化
が
な
い
。
ゆ
え
に
三
〇
年
前
の
「
世
界
史
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
現
在
も
生
き

残
っ
て
い
る
。
変
化
が
な
い
理
由
は
大
学
受
験
の
世
界
史
の
問
題
が
、
三
〇
年

前
の
問
題
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
外
国
の
事
件
史
中
心
の
も
の
が
多
く
、
そ

れ
も
か
な
り
細
か
い
知
識
を
問
う
か
ら
で
あ
る
。
受
験
校
で
教
え
る
と
良
心
的

な
世
界
史
の
教
師
は
ま
ず
そ
う
い
っ
た
細
か
い
事
件
史
を
教
え
る
の
で
、
日
本

か
ら
離
れ
た
外
国
中
心
の
「
世
界
史
」
が
成
立
す
る
。
ま
た
受
験
に
関
係
な
い

高
校
で
は
生
徒
は
外
国
を
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
世
界
史
以
前
に
外
国
の
紹
介
を

す
る
授
業
が
必
要
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
紹
介
す
る
外
国
と
は
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
・
・
。

こ
の
国
々
が
ど
こ
に
あ
り
、
首
都
は
ど
こ
で
あ
り
、
ど
う
い
っ
た
国
か
と
い
っ

た
基
礎
的
学
習
が
中
心
に
な
る
。
し
か
も
授
業
を
受
け
た
生
徒
に
は
「
世
界
史

は
外
国
を
学
ぶ
授
業
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
残
る
。
そ
も
そ
も
現
在
小
学

校
、
中
学
校
で
世
界
の
国
々
を
ト
ー
タ
ル
に
地
理
で
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
し
て

い
な
い
（
中
学
校
で
世
界
の
五
か
国
を
選
ん
で
学
び
、
そ
の
学
び
の
手
法
で
「
自

ら
世
界
の
国
を
知
る
」
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
中
学
生
は
勉
強
し
た
五
つ
の
国

の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
）
。
わ
れ
わ
れ
高
校
の
世
界
史
教
員
の
多
く
は
、
地
理

こ
そ
必
修
に
し
て
学
ぶ
べ
き
国
々
の
位
置
く
ら
い
知
っ
て
か
ら
世
界
史
を
受

け
て
ほ
し
い
と
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
外
国
の
国
々
の
存
在
も
文
化
も
世
界

史
の
な
か
で
学
ぶ
と
い
う
の
が
指
導
要
領
の
着
想
な
の
で
、
地
理
必
修
化
と
い

う
三
十
年
前
の
こ
と
を
世
界
史
教
員
は
言
わ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

ア
フ
リ
カ
を
世
界
史
で
ど
う
教
え
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

日
本
史
に
対
し
て
の
私
論
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
高
校
の
世
界
史
で
は

ア
フ
リ
カ
を
教
え
る
時
間
は
非
常
に
少
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
フ
リ
カ
の
こ
と

を
学
ぶ
生
徒
の
ア
フ
リ
カ
観
を
決
め
て
し
ま
う
危
う
い
時
間
で
は
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
同
様
に
オ
セ
ア
ニ
ア
や
太
平
洋
、
中
南
米
、
カ
ナ
ダ
等
の
共
通
の
問
題
で

あ
る
。 

世
界
史
は
、
日
本
も
関
係
す
る
世
界
の
歴
史
と
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
歴
史
的
経
過
か
ら
今
の
よ
う
な
世
界
史
と
な
っ
た
。
し
か
し
ギ
リ
シ

ア
・
ロ
ー
マ
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
み
を
学
ぶ
よ
う
な
世
界
史
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
現
在
の
日
本

社
会
の
現
状
や
ニ
ー
ズ
と
乖
離
す
る
と
い
わ
れ
て
久
し
い
。
し
か
し
重
視
す
る

史
実
や
そ
の
史
的
評
価
な
ど
は
徐
々
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
教
科

書
・
副
教
材
は
今
や
地
歴
科
の
唯
一
の
必
修
科
目
と
し
て
の
世
界
史
に
ふ
さ
わ

し
い
内
容
を
整
え
つ
つ
あ
る
。
整
わ
な
い
の
は
教
員
サ
イ
ド
の
教
え
方
で
あ

り
、
自
分
が
習
っ
て
き
た
世
界
史
と
同
様
の
世
界
史
を
生
徒
に
教
え
よ
う
と
し

て
い
る
。
昨
年
「
世
界
史
を
ど
う
教
え
る
か
」
で
自
己
批
判
し
た
私
た
ち
で
あ

る
が
、
ア
フ
リ
カ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な

実
践
例
を
必
要
と
し
て
い
る
。 

 

《
参
考
文
献
》 

 

「
新
書
ア
フ
リ
カ
史
」
講
談
社
新
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
九
九
七 

「
世
界
の
歴
史
二
四 

ア
フ
リ
カ
の
民
族
と
社
会
」
中
央
公
論
社 

一
九
九
九 

「
ア
フ
リ
カ
の
今
を
知
ろ
う
」
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
選
書 

 
 

 
 

 

二
〇
〇
八 

「
ア
フ
リ
カ
・
レ
ポ
ー
ト
」
岩
波
新
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
〇
八 

「
開
発
教
育
五
五 

開
発
教
育
と
市
民
性 

小
特
集
ア
フ
リ
カ
と
日
本
」 

開
発
教
育
協
会 

二
〇
〇
八 



0 1000km
帝国書院　ハイマップマイスターにて作成

    

 

       ウ         Ｃ 

     イ Ａ    Ｂ             ア 

                   Ｄ    Ｅ 

 

 

         Ｇ 

        エ 

                        Ｉ 

                              

     Ｆ                        Ｊ 

 

                               

                              

                             オ 

 

 

 

 

 

     

                      Ｈ 

                   カ   

                       

 

問１， Ａ~Ｈ までの現在の国の名を記せ。 
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世界商品と覇権国家の変遷 

                                  クラス（  ）NO（  ）氏名（        ）

Ⅰ，有史以来の世界商品 

  中国の（１      ）とインドの（２       ）２はキャラコと呼ばれた。    

日本は世界中のあこがれの国だった。黄金の国ジパングであり 19 世紀まで世界の通貨であ

った（３   ）を産出していたからだ。 

  ヨーロッパ人は有史以来アジアの香辛料を珍重していた。特にインドの（４    ）、  

モルッカ諸島の（５      ）（６      ）を求めた。 

Ⅱ，大航海時代 

  香辛料を求めて、特にインドとモルッカ諸島と日本をめざした。東回りでいこうとした

のはポルトガルであり（７       ）が 1498 年にインドに到達した。アメリカ大陸

の存在を知らないスペインは西回りでインドをめざした。（８       ）年  

（９      ）はアメリカに到達、ここをインドと信じて西インド諸島と名付けた。    

スペインの（10     ）はアメリカの南端を回りフィリピンに到達、ここをスペイン

領とした。この結果、現在フィリピンは（11     ）教の国である。彼はこの地で亡

くなったが彼の部下はこの後スペインに帰国、結果として世界一周を行った。 

  この大航海時代の結果、新大陸アメリカは主にスペインの植民地化がすすみ、現在も中 

南米はスペイン語圏である。ただ（13      ）はポルトガル語、(14       ）

はフランス語、（15      ）は英語の国である。 

  アジアにはこの結果主にポルトガルが進出、インド洋と太平洋の中継点（16    ）  

は 1511 年以降ポルトガル領となり 1543 年日本にも来航する。 

Ⅲ、オランダの覇権  

オランダがヨーロッパで NO１の国に 

  オランダはコショウの取れる（17     ）を領有、クローブ、ナツメグの産地の 

（18         ）を領有、さらに銀の最大の産出国（19     ）貿易を独占

した。さらに大西洋とインド洋の中継点（20     ）とインド洋と太平洋の中継点

（21         ）を領有して海の道も押さえた。 

  しかし 1650 年を境に香辛料の価値の没落によってオランダは衰退していく。 

Ⅳ、イギリスとフランスの対立 

  あらたに世界商品となっていくのがインド産綿製品の（21     ）と中南米産の 

（22       ）と（23       ）であった。22、23 をイギリスはジャマイカ

で、フランスはハイチでつくった。この両国はアフリカに（21     ）を運び、アフ

リカからアメリカに（24      ）を運び、アメリカから 22、23 を運ぶ大西洋三角貿

易を争った。この抗争は（25      ）年イギリスの勝利で決着する。 

Ⅴ、イギリスの覇権 イギリスが世界ＮＯ１の国になっていく 

1763 年イギリスはフランスに勝利し、インドと北アメリカを領有するようになり、イン

ドの 21 と北アメリカの（26    ）と奴隷貿易（大西洋三角貿易）を手に入れた。また

（27     ）と（28     ）を手に入れ海の道も支配した。 

  これらの富を使ってイギリスで行われた最初の機械工業の始まりを（29     ）と

よび、（30     ）工業からはじまった。 


