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ア
フ
リ
カ
を
み
る
世
界
の
目

は
じ
め
に

二
〇
〇
七
年
七
月
二
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
ニ
コ
ラ
・

サ
ル
コ
ジ
が
セ
ネ
ガ
ル
の
ダ
カ
ー
ル
で
演
説
を
行
っ
た
。
同
年
六
月

に
大
統
領
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
サ
ル
コ
ジ
は
、
最
初
の
ア
フ
リ
カ

外
遊
先
と
し
て
旧
フ
ラ
ン
ス
領
で
あ
り
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
が
深
い

セ
ネ
ガ
ル
と
ガ
ボ
ン
を
選
ん
だ
。
大
統
領
と
な
っ
た
サ
ル
コ
ジ
の
政

治
手
法
は
、
所
属
政
党
に
と
ら
わ
れ
ず
敵
対
政
党
で
あ
る
左
派
ま
で

も
閣
僚
に
任
命
す
る
と
い
っ
た
人
事
面
で
の
起
用
や
、
フ
ラ
ン
ス
第

五
共
和
制
の
仕
組
み
を
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
憲
法
改
正
を
打
ち

出
す
な
ど
の
そ
れ
ま
で
い
わ
ゆ
る
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
挑

戦
す
る
と
い
う
「
意
外
性
」
の
演
出
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
サ
ル
コ

ジ
は
こ
れ
ま
で
の
常
識
を
打
ち
破
る
よ
う
な
改
革
案
を
矢
継
ぎ
早
に

打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
改
革
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
あ

げ
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
外
か
ら
注
目
を
集
め
た
。
ア
フ
リ
カ
に
関
し
て

も
、
内
相
時
代
の
二
〇
〇
六
年
に
訪
問
し
た
ベ
ナ
ン
で
「
フ
ラ
ン

ス
と
ア
フ
リ
カ
の
健
全
で
解
放
さ
れ
対
等
な
新
し
い
関
係
」
を
唱

え
（Le M

onde, 21 m
ai 2006

）、
大
統
領
選
挙
戦
中
も
前
任
者
の

シ
ラ
ク
が
ド
・
ゴ
ー
ル
時
代
か
ら
完
全
に
同
じ
形
態
で
な
い
に
し
て

も
継
承
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
重
視
す
る
伝
統

的
な
ア
フ
リ
カ
外
交
か
ら
の
変
革
を
訴
え
て
き
た
（Le M

onde, 14 
février 2007 et 8 m

ai 2007

）。
そ
れ
だ
け
に
最
初
の
訪
問
地
を
そ

フ
ラ
ン
ス
か
ら
み
た
ア
フ
リ
カ

―
―
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
の
ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説
よ
り

加
茂
省
三
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れ
ら
二
ヵ
国
に
選
定
し
た
こ
と
は
、
期
待
を
裏
切
っ
た
こ
と
に
な
っ

た
が
、
意
外
な
選
択
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
訪
問
国
の
選
択
以
上
に
人
々
を
驚
か
せ
た
の
は
、
サ

ル
コ
ジ
が
ダ
カ
ー
ル
で
行
っ
た
演
説
の
内
容
で
あ
っ
た
。
サ
ル
コ
ジ

は
こ
れ
ま
で
の
経
歴
か
ら
し
て
経
験
上
ア
フ
リ
カ
を
よ
く
知
っ
て
い

る
わ
け
で
も
ア
フ
リ
カ
に
親
近
感
が
あ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
も
、
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
が
深
い
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
国
大
統
領

と
し
て
の
ア
フ
リ
カ
観
や
ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
の
将
来
的
な
方
向
性

に
関
し
て
、
ア
フ
リ
カ
内
外
か
ら
注
目
が
集
ま
る
の
は
当
然
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
演
説
は
、
驚
き
を
通
り
越
し
て
一
部
で
は
怒
り
へ

と
つ
な
が
る
内
容
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
ア
フ
リ
カ
や
フ
ラ
ン
ス
の

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
立
場
の
人
々
を
中
心
に
厳
し
い
批
判
が
引
き
起
こ

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
演
説
の
約
一
年
後
に
は
演
説
原
稿
の
起

草
者
で
あ
る
、ア
ン
リ
・
ゲ
ノ
大
統
領
特
別
顧
問
が『
ル
・
モ
ン
ド
』

紙
上
へ
演
説
に
関
す
る
弁
明
の
内
容
を
寄
稿
す
る
と
い
っ
た
事
態
ま

で
発
生
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（Le M

onde, 27-28 juillet 2008

）。

ア
フ
リ
カ
と
の
関
係
が
緊
密
な
フ
ラ
ン
ス
の
歴
代
大
統
領
に
よ
る
演

説
で
こ
れ
ほ
ど
の
批
判
を
浴
び
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
サ
ル
コ
ジ
は
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
な
内

容
を
も
つ
演
説
を
ア
フ
リ
カ
で
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
サ

ル
コ
ジ
が
ま
さ
に
歴
代
の
大
統
領
が
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
奴
隷
貿
易

や
植
民
地
支
配
と
い
っ
た
歴
史
の
問
題
に
言
及
し
た
こ
と
に
あ
る
。

サ
ル
コ
ジ
は
果
敢
に
タ
ブ
ー
に
挑
ん
だ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い

が
、
演
説
の
内
容
か
ら
は
歴
史
認
識
と
い
う
問
題
を
越
え
た
、
フ
ラ

ン
ス
の
あ
る
い
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
フ
リ
カ
観
に
潜
む
根
本
的
な
問

題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説
、
な
ら
び
に
演
説
に
対

す
る
批
判
を
紹
介
す
る
こ
と
を
中
心
に
進
め
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
み
る

ア
フ
リ
カ
を
検
証
し
て
い
き
た
い
。

Ⅰ　

ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説

ダ
カ
ー
ル
大
学
の
シ
ェ
イ
ク
・
ア
ン
タ
・
デ
ィ
オ
ッ
プ
講
堂
で
行

わ
れ
た
演
説
は
、
サ
ル
コ
ジ
が
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
に
語
り
か
け

る
と
い
う
形
式
で
進
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
演
説
の
内
容
は
、
い

わ
ゆ
る
政
治
エ
リ
ー
ト
層
を
対
象
に
し
た
政
策
的
な
内
容
を
中
心
と

す
る
ス
ピ
ー
チ
で
は
な
く
、
サ
ル
コ
ジ
政
権
の
ア
フ
リ
カ
観
や
、
ア

フ
リ
カ
・
フ
ラ
ン
ス
関
係
の
将
来
的
な
方
向
性
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
単
な
る
政
策
ス
ピ
ー
チ
で
は
な
い
こ
の
演
説

か
ら
は
、
サ
ル
コ
ジ
政
権
の
ア
フ
リ
カ
に
対
す
る
見
方
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
そ
う
し
た
見
方
を
明
示
的
に
あ
る

い
は
暗
示
的
に
示
す
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
と
い
う
立

場
で
初
め
て
ア
フ
リ
カ
の
地
で
行
う
演
説
で
果
た
す
べ
き
課
題
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
に
対
し
て
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
は
応
え

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
か
ら
そ
の
演
説
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の
概
要
を
紹
介
す
る
。
た
だ
し
、
演
説
の
内
容
の
評
価
や
問
題
点
に

関
し
て
は
次
章
以
降
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説
が
日
本
で
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
、
演
説
の
内
容
が
十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く

い
。
そ
こ
で
ま
ず
演
説
の
内
容
を
概
説
し
た
後
で
、
演
説
に
関
す
る

批
判
を
紹
介
し
た
い
。
と
り
わ
け
演
説
か
ら
の
引
用
が
長
く
感
じ
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
本
稿
が
演
説
の
一
部
を
切
り
取
っ
た

上
で
考
察
し
て
い
る
と
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
不
本
意
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る
だ
け
演
説
の
原
文
を
掲
載
す
る
ほ
う
が

内
容
の
客
観
的
な
理
解
に
寄
与
す
る
と
考
え
、
あ
え
て
引
用
文
を
多

く
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。

演
説
は
サ
ル
コ
ジ
政
権
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
観
と
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ

リ
カ
関
係
の
将
来
的
な
方
向
性
の
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
サ
ル
コ
ジ
政
権
の
ア
フ
リ
カ
観
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
最

初
の
焦
点
は
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
間
に

存
在
す
る
長
い
歴
史
的
な
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史

的
過
去
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
向
き
合
う
の
か
、
サ
ル
コ
ジ
は
次
の

よ
う
に
述
べ
た＊

１

。

「
私
は
過
去
を
消
す
た
め
に
来
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
過

去
は
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
過
ち
や
罪
を

否
定
す
る
た
め
に
き
た
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
幾
度
の
過
ち

や
罪
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
貿
易
が
あ
っ
た
、
奴
隷

制
が
あ
っ
た
、
男
や
女
、
子
ど
も
が
商
品
と
し
て
売
買
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
罪
は
ア
フ
リ
カ
人
だ
け
に
対
す
る
罪
な
の
で
は
な

い
。人
間
に
対
す
る
罪
で
あ
り
、人
道
全
体
に
対
す
る
罪
で
あ
っ

た
。
…
…
こ
の
黒
い
人
間
（l'hom

m
e noir

）
の
苦
悩
は
、
す

べ
て
の
人
間
の
苦
悩
で
も
あ
る
。
黒
い
人
間
の
魂
に
あ
る
消
え

る
こ
と
の
な
い
傷
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
魂
に
あ
る
消
え
る
こ

と
の
な
い
傷
で
あ
る
。」

こ
の
奴
隷
貿
易
の
罪
に
対
し
て
、
サ
ル
コ
ジ
は
次
の
よ
う
な
態
度

を
表
明
す
る
。

「
過
去
の
世
代
に
よ
っ
て
犯
さ
れ
た
こ
の
罪
を
償
う
こ
と
を
現

在
の
世
代
に
要
求
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
父
親
た
ち
の
過

ち
を
悔
い
改
め
る
よ
う
息
子
た
ち
に
要
求
す
る
こ
と
な
ど
で
き

な
い
。
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
よ
、
私
は
悔
い
を
述
べ
る
た
め

に
来
た
の
で
は
な
い
。
私
は
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
を
人
道
に
対

す
る
罪
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
い
る
、
と
言
う
た
め
に
来
た
の

で
あ
る
。
私
は
あ
な
た
方
の
別
離
や
苦
痛
は
私
た
ち
の
で
あ

り
、
私
の
で
も
あ
る
と
言
う
た
め
に
来
た
の
で
あ
る
。
私
は
、

ア
フ
リ
カ
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
が
そ
の
よ
う
な
別
離
や
苦
痛
を
乗

り
越
え
て
、
お
互
い
に
見
つ
め
合
う
こ
と
を
提
案
す
る
た
め
に

来
た
の
で
あ
る
。」
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フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ
リ
カ
で
行
っ
た
過
去
の
過
ち
は
奴
隷
貿
易
だ
け

で
も
、
奴
隷
貿
易
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、
次
に
植
民
地
支
配
へ
と
演
説
は
進
ん
で
い
く
。
サ
ル
コ
ジ
は
、

植
民
地
支
配
に
関
し
て
、
ア
フ
リ
カ
を
征
服
し
た
こ
と
、
植
民
地
主

義
者
が
ア
フ
リ
カ
や
ア
フ
リ
カ
人
の
植
民
地
化
以
前
の
過
去
を
否
定

し
、
欧
州
と
比
べ
て
劣
等
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ
、
ア
フ
リ
カ

人
の
尊
厳
を
無
視
し
た
こ
と
が
過
ち
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。

「
植
民
地
主
義
者
が
来
て
、
植
民
地
主
義
者
た
ち
の
も
の
で
は

な
い
資
源
や
富
を
奪
い
、
利
用
し
、
搾
取
し
、
だ
ま
し
取
っ
た
。

植
民
地
主
義
者
は
植
民
地
化
さ
れ
た
人
々
か
ら
人
格
、
自
由
、

土
地
、成
果
、労
働
を
奪
っ
た
。
植
民
地
主
義
者
は
奪
っ
た
が
、

私
は
植
民
地
主
義
者
は
ま
た
与
え
た
、
と
敬
意
を
も
っ
て
言
い

た
い
。
植
民
地
主
義
者
は
橋
を
、
道
路
を
、
病
院
を
、
診
療
所

を
、
そ
し
て
学
校
を
建
設
し
た
。
植
民
地
主
義
者
は
手
つ
か
ず

の
土
地
を
豊
か
に
し
、
苦
労
し
、
労
働
し
、
知
恵
を
つ
か
っ
た
。

す
べ
て
の
植
民
者
が
盗
人
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
植
民
者
が
搾

取
者
で
は
な
い
、
と
こ
こ
で
私
は
言
い
た
い
。
植
民
者
の
な
か

に
は
悪
い
人
間
も
い
た
と
同
時
に
、
良
い
志
を
も
っ
た
人
間
も

い
た
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
文
明
化
の
使
命
を
達
成
す
る
こ

と
を
考
え
て
い
た
、
善
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
…
…
植

民
地
化
が
現
在
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
す
べ
て
の
困
難
に
責
任

を
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
植
民
地
化
は
ア
フ
リ
カ
人
同
士

で
行
わ
れ
て
い
る
血
な
ま
ぐ
さ
い
紛
争
に
責
任
を
負
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
植
民
地
化
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
責
任
を
負
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
植
民
地
化
は
独
裁
者
に
責
任
を
負
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
植
民
地
化
は
狂
信
主
義
に
責
任
を
負
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
植
民
地
化
は
腐
敗
や
汚
職
に
責
任
を
負
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
植
民
地
化
は
浪
費
や
環
境
汚
染
に
責
任
を

負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
植
民
地
化
は
大
き
な
過
ち

で
あ
っ
た
。
…
…
植
民
地
化
は
大
き
な
過
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
大
き
な
過
ち
は
共
通
の
運
命
へ
の
萌
芽
を
産
み
出
し
た
。
こ

の
考
え
は
と
り
わ
け
私
の
心
を
掴
ん
で
い
る
。
植
民
地
化
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
の
運
命
を
変
え
、
そ
れ
ら
の
運
命
を

混
ぜ
合
わ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
共
通
の
運
命
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

お
け
る
戦
争
で
犠
牲
と
な
っ
た
ア
フ
リ
カ
人
兵
士
の
血
で
確
固

た
る
も
の
と
な
っ
た
。
…
…
良
く
も
悪
く
も
、
植
民
地
化
が
ア

フ
リ
カ
の
人
々
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
を
変
化
さ
せ
た
の
で
あ

る
。」

サ
ル
コ
ジ
が
用
い
た
「
共
通
の
運
命
」
と
い
う
言
葉
は
、
植
民
地

化
が
ア
フ
リ
カ
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
に
統
合
さ
せ
た
、
と
の
意
味

合
い
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
か
ら
演
説
で
は
、ア
フ
リ
カ
の
人
々
、

と
り
わ
け
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
世
界
の
一
員
と

し
て
の
責
務
が
説
か
れ
る
。
ま
ず
サ
ル
コ
ジ
は
原
理
主
義
に
代
表
さ
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れ
る
狂
信
的
な
行
為
に
傾
倒
す
る
こ
と
へ
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
ア
フ

リ
カ
の
文
明
に
誇
り
を
持
つ
こ
と
を
諭
し
た
。
そ
の
上
で
サ
ル
コ
ジ

は
現
在
の
ア
フ
リ
カ
の
問
題
点
を
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

「
ア
フ
リ
カ
の
惨
劇
は
ア
フ
リ
カ
の
人
間
（l'hom

m
e afric-

ain

）
が
歴
史
の
な
か
へ
十
分
に
入
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
農
民
は
、
数
世
紀
に
わ
た
り
季
節
に
あ

わ
せ
て
暮
ら
し
、
そ
の
理
想
的
な
生
活
と
は
自
然
と
の
調
和
で

あ
り
、
同
じ
よ
う
な
行
為
と
言
葉
の
終
わ
り
な
き
反
復
に
よ
っ

て
リ
ズ
ム
が
刻
ま
れ
る
時
間
の
永
久
的
な
繰
り
返
し
の
み
し
か

認
め
て
い
な
い
。
常
に
す
べ
て
が
反
復
さ
れ
る
と
い
う
想
像
の

領
域
で
は
、
人
間
に
よ
る
冒
険
や
進
歩
的
な
考
え
の
た
め
の
場

所
は
存
在
し
な
い
。
自
然
が
す
べ
て
を
指
揮
す
る
そ
の
よ
う
な

世
界
で
は
、
人
間
は
近
代
の
人
間
を
苦
し
め
て
い
る
歴
史
の
苦

悩
を
免
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
人
間
は
、
す
べ
て
が
予
め

書
き
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
不
変
の
秩
序
の
只
中
で
停
滞
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
人
間
が
未
来
に
向
か
っ
て
突
き
進
む
よ
う
な

こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
人
間
が
運
命
を
自
ら
思
い
描
く
た

め
に
繰
り
返
し
か
ら
脱
出
す
る
と
い
う
考
え
に
い
た
る
こ
と
は

決
し
て
な
い
。
ア
フ
リ
カ
の
一
友
人
が
そ
の
こ
と
を
言
う
の
を

許
し
て
ほ
し
い
が
、
ア
フ
リ
カ
の
問
題
と
は
そ
こ
に
あ
る
。
ア

フ
リ
カ
の
挑
戦
と
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
歴
史
の
な
か
に
入
る

こ
と
で
あ
る
。」

ア
フ
リ
カ
の
挑
戦
に
関
し
て
、サ
ル
コ
ジ
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

「
ア
フ
リ
カ
の
挑
戦
と
は
、
自
分
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
文
明
に
お

け
る
普
遍
的
な
す
べ
て
の
継
承
者
だ
と
自
覚
す
る
こ
と
を
学
ぶ

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
権
を
、
民
主
主
義
を
、
自
由
を
、

平
等
を
、
正
義
を
あ
ら
ゆ
る
文
明
と
人
類
に
共
通
の
遺
産
と
し

て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
科
学
技
術
を
人
類
の
知

的
な
生
産
物
と
し
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
…
…
文
明
は
偉
大
な

人
間
精
神
の
混
血
へ
加
わ
る
程
度
に
応
じ
て
大
き
く
な
る
。
ア

フ
リ
カ
の
弱
さ
は
、
ア
フ
リ
カ
内
で
は
多
く
の
輝
か
し
い
文
明

を
知
り
つ
つ
も
、
長
期
間
に
わ
た
り
そ
の
偉
大
な
人
間
精
神
の

混
血
へ
十
分
加
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」

そ
こ
で
サ
ル
コ
ジ
は
、
自
ら
の
歴
史
観
や
ア
フ
リ
カ
観
を
織
り
交

ぜ
な
が
ら
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
を
次
の
よ
う
に
鼓
舞
す
る
。

「
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
よ
、
伝
統
の
名
に
お
い
て
ア
フ
リ
カ

を
歴
史
の
外
に
お
い
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
人
々
の
い
う
こ
と

を
聞
い
て
は
い
け
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
以
上
何
も
変
わ
ら

な
い
ア
フ
リ
カ
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
隷
属
の
状
態
に
あ
る
と

再
度
非
難
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ア

フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
よ
、
あ
な
た
方
を
根
無
し
草
に
し
よ
う
と
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す
る
人
々
、
あ
な
た
方
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
剥
奪
し
よ
う

と
す
る
人
々
、
ア
フ
リ
カ
的
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
ア
フ
リ
カ

の
神
秘
的
な
こ
と
す
べ
て
を
、
ア
フ
リ
カ
の
信
仰
の
す
べ
て

を
、
ア
フ
リ
カ
の
感
性
の
す
べ
て
を
、
ア
フ
リ
カ
の
精
神
構
造

の
す
べ
て
を
一
掃
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
い
う
こ
と
を
聞
い
て

は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
見
を
や
り
と
り
す
る
た
め
に
は

何
か
与
え
る
も
の
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
他
者

と
話
す
た
め
に
は
何
か
発
言
す
る
こ
と
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

さ
ら
に
サ
ル
コ
ジ
は
サ
ン
ゴ
ー
ル
を
引
用
し
て
、
ア
フ
リ
カ
が
他

の
世
界
の
幼
年
期
で
あ
る
と
す
る
ア
フ
リ
カ
観
を
提
示
す
る
の
で
あ

る
。「（

サ
ン
ゴ
ー
ル
の
）
詩
は
、
象
徴
の
森
を
越
え
、
父
祖
伝
来
の

記
憶
の
泉
に
遡
る
。
各
人
は
、
大
人
が
心
の
奥
底
に
幼
年
時
代

の
幸
せ
な
思
い
出
を
持
ち
続
け
て
い
る
よ
う
に
、
意
識
の
奥
底

に
父
祖
伝
来
の
記
憶
を
持
ち
続
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
各
人
が

現
在
の
永
遠
の
時
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
各
人
は
全
人

類
を
支
配
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
全
世
界
と
調
和
し
て
生
き
る

こ
と
を
探
求
し
て
い
る
。
感
覚
、
本
能
、
直
感
の
時
間
、
密
儀

と
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
、
神
秘
的
あ
る
い
は
神
聖
な
時

間
が
い
た
る
所
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
が
奇
跡
で
あ

り
調
和
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
魔
術
師
、
魔
法
使
い
、
シ
ャ
マ
ン

の
時
代
で
あ
る
。
偉
大
な
口
頭
伝
承
の
時
代
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
口
頭
伝
承
は
何
世
代
に
も
わ
た
り
尊
重
さ
れ
繰
り
返
さ
れ
、

幾
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
神
々
に
つ
い
て
の
古
き
伝
説
を
伝
え
て

き
た
。
ア
フ
リ
カ
は
す
べ
て
の
大
地
の
人
々
に
、
同
じ
幼
年
時

代
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
出
さ
せ
る
。

ア
フ
リ
カ
は
そ
こ
か
ら
単
純
な
喜
び
、
つ
か
の
間
の
幸
運
と
必

要
と
さ
れ
る
こ
と
―
―
こ
こ
で
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
理

解
す
る
よ
り
も
信
じ
る
こ
と
、
思
考
す
る
よ
り
も
感
じ
る
こ

と
、
支
配
す
る
よ
り
も
調
和
す
る
こ
と
で
あ
る
が
―
―
そ
れ
ら

を
呼
び
覚
ま
し
た
の
で
あ
る
。」

そ
し
て
ア
フ
リ
カ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。

サ
ル
コ
ジ
は
い
ま
だ
に
神
話
化
さ
れ
た
過
去
に
固
執
し
、
そ
の
呪
縛

か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
ア
フ
リ
カ
が
現
実
を
直
視
で

き
な
い
原
因
と
す
る
。
サ
ル
コ
ジ
は
、
そ
の
よ
う
な
神
話
か
ら
の
解

放
が
ア
フ
リ
カ
を
成
功
に
導
く
と
し
、
そ
の
解
放
を
ア
フ
リ
カ
・
ル

ネ
サ
ン
ス
と
呼
称
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
サ
ル
コ
ジ
は
移
民
問

題
お
よ
び
頭
脳
流
出
の
問
題
に
言
及
し
、
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
に

ア
フ
リ
カ
で
成
功
す
る
こ
と
を
目
的
に
す
る
よ
う
に
説
く
。
そ
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ア
フ
リ
カ
が
望
む
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
も
望
む
こ
と
で
あ
る
、
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そ
れ
は
対
等
な
権
利
と
義
務
を
有
す
る
国
家
同
士
の
協
力
、
協

同
、
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
よ
、

あ
な
た
方
は
民
主
主
義
を
、
自
由
を
、
正
義
を
、
法
を
望
む
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
決
め
る
の
は
あ
な
た
方
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
は
あ
な
た
方
の
領
分
を
侵
す
つ
も
り
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、

も
し
あ
な
た
方
が
民
主
主
義
、
自
由
、
正
義
、
法
を
選
ぶ
の
で

あ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
そ
れ
ら
を
つ
く
り
上
げ
る
た
め
に
あ
な

た
方
と
協
同
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
あ
な
た
方
は
、
よ
り
人
間

性
豊
か
な
、
よ
り
正
義
に
満
ち
た
、
よ
り
規
制
さ
れ
た
、
現
在

の
姿
と
は
異
な
る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
望
ん
で
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
望

ん
で
い
る
、
と
私
は
言
い
た
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

と
も
に
闘
う
こ
と
、
ア
フ
リ
カ
と
と
も
に
闘
う
こ
と
、
世
界
中

で
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い

る
す
べ
て
の
人
々
と
と
も
に
闘
う
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
し
か

し
我
々
は
あ
な
た
方
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
あ

な
た
方
は
恣
意
的
な
行
為
や
汚
職
、
暴
力
を
や
め
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
か
。
も
し
あ
な
た
方
が
そ
れ
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、

フ
ラ
ン
ス
は
あ
な
た
方
の
味
方
と
な
っ
て
そ
の
こ
と
を
要
求
す

る
が
、
干
渉
は
し
な
い
。
…
…
あ
な
た
方
は
ア
フ
リ
カ
の
統
一

を
望
む
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
も
ま
た
ア
フ
リ
カ
の
統
一
を
希
望
す

る
。
…
…
フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ
リ
カ
と
と
も
に
行
い
た
い
こ
と
、

そ
れ
は
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
は
や
神
話
の
政
治

で
は
な
く
現
実
の
政
治
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
ア

フ
リ
カ
と
と
も
に
行
い
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
共
同
発
展
、
つ
ま

り
共
有
さ
れ
た
発
展
で
あ
る
。
…
…
フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ
リ
カ
と

と
も
に
行
い
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

お
け
る
共
通
の
戦
略
を
磨
く
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ

リ
カ
と
と
も
に
行
い
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
と
す
べ
て

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ア
フ
リ
カ
の
若
者
が
尊
厳
と
尊
敬
を
持
っ
て

受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
が
一
緒
に

交
渉
し
決
定
し
た
移
民
政
策
で
あ
る
。
…
…
フ
ラ
ン
ス
が
ア
フ

リ
カ
と
と
も
に
行
い
た
い
こ
と
、
そ
れ
は
ユ
ー
ラ
フ
リ
カ
の
到

来
を
準
備
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
偉
大
な
共
通
の
夢
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
で
待
望
さ
れ
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
サ
ル
コ
ジ
は
、
ユ
ー
ラ
フ
リ
カ
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
の
一
体
性
を
主
張
し
、
ア
フ
リ
カ
の
特

殊
性
で
は
な
く
世
界
の
一
部
と
し
て
の
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と

が
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
る
と
し
て
演
説
を
終
了
し
た
の
で

あ
っ
た
。

Ⅱ　

誰
に
向
け
て
の
演
説
か

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
演
説
の
内
容
に
対
し
て
、
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
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フ
ラ
ン
ス
国
内
か
ら
数
々
の
批
判
が
起
こ
る
こ
と
と
な
る＊

２

。
批
判
の

多
く
は
、
ア
フ
リ
カ
観
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
そ
れ

ら
批
判
の
一
部
を
参
照
し
つ
つ
、
演
説
の
問
題
点
を
整
理
し
、
考
察

を
行
い
た
い
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
演
説
に
対
す
る
批
判
す
べ
て
を
網

羅
的
に
紹
介
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
し
、
批
判
の

目
録
を
つ
く
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
ま
た
、
批
判
の

な
か
に
は
、
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
に
は
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
府
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
配
布
さ
れ
た
の
と
は
別
版
が
あ
り
、
そ
の
別
版
の
原
稿

に
は
書
か
れ
て
い
た
が
サ
ル
コ
ジ
が
実
際
に
演
説
で
は
読
み
上
げ

な
か
っ
た
箇
所
が
あ
る
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
（Gassam
a 2008

）＊
３。

そ
れ
は
、
事
前
に
報
道
機
関
に
配
布
さ
れ
た
版
で
は
「
ア
フ
リ
カ
人

を
奴
隷
商
人
に
売
っ
た
の
は
他
の
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
」
と
記
さ
れ

て
い
た
が
、
実
際
の
演
説
の
な
か
で
は
サ
ル
コ
ジ
の
口
か
ら
そ
の
よ

う
な
箇
所
は
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
演
説
の
後

に
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
演
説
原
稿

で
は
該
当
す
る
記
述
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
内
容
を
発
言
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
自
体
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
が
、

実
際
に
は
発
言
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
の
点

に
関
し
て
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め

た
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
を
対
象
と
す
る
が
、
サ
ル
コ

ジ
自
身
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
み
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も

適
当
で
な
い
と
考
え
る
。
確
か
に
批
判
の
な
か
に
は
演
説
の
内
容
を

サ
ル
コ
ジ
や
演
説
の
起
草
者
で
あ
る
ゲ
ノ
個
人
の
問
題
と
し
て
扱
う

も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
問
題
を
矮
小
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に

つ
な
が
る
と
考
え
る＊

４

。
な
ぜ
な
ら
サ
ル
コ
ジ
や
ゲ
ノ
の
個
人
的
な

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
問
題
な
ら
サ
ル
コ
ジ
、
ゲ
ノ
の
個
人
が
問
題
に

な
る
の
で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
サ
ル
コ
ジ
は
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統

領
で
あ
り
ゲ
ノ
は
大
統
領
特
別
顧
問
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ

外
交
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
高
い
地
位
に
あ
る
人

物
た
ち
で
あ
る
が
、
個
人
の
問
題
に
収
斂
さ
せ
て
し
ま
え
ば
サ
ル
コ

ジ
や
ゲ
ノ
を
例
外
的
な
人
物
と
す
る
こ
と
で
問
題
の
解
決
を
は
か
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
演
説

に
内
包
す
る
フ
ラ
ン
ス
・
ア
フ
リ
カ
関
係
に
広
く
か
か
わ
る
問
題

を
看
過
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
サ
ル
コ
ジ
の
パ
ー
ソ
ナ

リ
テ
ィ
に
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
サ
ル
コ
ジ
は

二
〇
〇
五
年
五
月
か
ら
二
年
間
内
相
を
務
め
た
が
、
同
年
一
一
月
に

パ
リ
近
郊
で
暴
動
が
発
生
し
た
際
に
は
、
移
民
系
の
若
者
た
ち
を
対

象
に
「
ク
ズ
を
片
付
け
ろ
」
と
叫
び
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
く
取
り
上
げ

ら
れ
る
と
、
予
定
さ
れ
て
い
た
小
ア
ン
テ
ィ
ル
諸
島
に
点
在
す
る
フ

ラ
ン
ス
領
へ
の
訪
問
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
、
批
判
の
的
と
な
っ
た

（Le M
onde, 9 décem

bre 2005

）。
ま
た
二
〇
〇
六
年
五
月
に
は
ア

フ
リ
カ
諸
国
歴
訪
で
マ
リ
と
ベ
ナ
ン
を
訪
問
し
た
が
、
移
民
の
選
択

を
柱
と
す
る
新
し
い
移
民
政
策
を
規
定
す
る
法
案
の
議
会
で
の
採
決

と
期
間
が
重
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ベ
ナ
ン
市
民
が
サ
ル
コ
ジ
の

訪
問
に
抗
議
し
、
ベ
ナ
ン
議
会
の
議
員
た
ち
が
、
フ
ラ
ン
ス
側
主
催
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の
昼
食
会
を
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。
議
員
た
ち

は
サ
ル
コ
ジ
を
、「
ア
フ
リ
カ
の
友
人
で
は
な
い
」
と
切
り
捨
て
た

（Le M
onde, 19 m

ai 2006

）。
ベ
ナ
ン
訪
問
の
件
は
サ
ル
コ
ジ
が
ス

ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
さ
れ
た
と
い
う
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
サ
ル
コ
ジ

が
大
統
領
に
当
選
し
た
際
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
は
失
望
の
声
が
上
が
っ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
（Le M

onde, 06 m
ai 2007

）。

さ
て
、
演
説
へ
の
批
判
は
ア
フ
リ
カ
観
に
関
す
る
も
の
が
多
く
提

示
さ
れ
た
が
、
ま
ず
こ
の
演
説
の
問
題
点
は
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち

に
語
り
か
け
る
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
演
説
が
「
父
権
主
義
（paternalism

e

）」
に
満
ち
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
・
ア
フ
リ
ケ
ー

ヌ
』
誌
（Politique africaine 2007: 6

）
は
、
演
説
を
「
父
権
主
義

的
で
あ
り
極
端
な
啓
蒙
的
傾
向
が
あ
る
」
と
し
、「
こ
の
よ
う
な
調

子
で
演
説
す
る
西
欧
の
指
導
者
は
他
に
は
い
な
い
」
と
批
判
す
る＊

５

。

確
か
に
演
説
の
形
式
を
鑑
み
れ
ば
、
起
草
者
の
ゲ
ノ
が
擁
護
す
る
よ

う
に
ア
フ
リ
カ
の
若
者
た
ち
に
呼
び
か
け
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
以

上
（Le M

onde, 27-28 juillet 2008

）、
あ
る
程
度
父
権
主
義
的
な

調
子
に
な
る
の
は
仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
な
ぜ
若
者
た
ち
に
語
り
か
け
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
の
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
ゲ
ノ
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
移
民
問

題
や
未
来
志
向
の
関
係
構
築
と
い
う
演
説
の
狙
い
か
ら
し
て
、
若
者

に
語
り
か
け
る
と
い
う
形
式
が
妥
当
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

で
も
演
説
を
聴
く
の
は
若
者
だ
け
で
は
な
い
。
若
者
に
対
し
て
語
る

サ
ル
コ
ジ
を
聴
い
て
い
る
若
者
で
は
な
い
ア
フ
リ
カ
の
人
々
が
多
く

い
る
と
い
う
こ
と
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

演
説
の
さ
ら
な
る
問
題
点
は
、
若
者
以
外
の
ア
フ
リ
カ
の
人
々
を

意
識
し
て
い
な
か
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
も
そ
も
ア
フ
リ
カ
の

人
々
に
顔
を
向
け
て
語
り
か
け
て
い
る
の
で
は
な
い
と
指
摘
で
き
る

こ
と
に
あ
る
。
演
説
の
内
容
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
を
意
識
し
て
お
り
、

フ
ラ
ン
ス
国
内
の
文
脈
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
奴
隷

貿
易
、
奴
隷
制
お
よ
び
植
民
地
支
配
に
関
す
る
発
言
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
。確
か
に
『
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
・
ア
フ
リ
ケ
ー
ヌ
』
誌
（Politique 

africaine 2007: 7

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス

第
五
共
和
制
に
お
い
て
奴
隷
貿
易
や
植
民
地
支
配
に
対
す
る
批
判
を

明
確
に
行
っ
た
大
統
領
は
い
な
か
っ
た
。
演
説
で
は
奴
隷
貿
易
、
奴

隷
制
お
よ
び
植
民
地
支
配
の
「
誤
り
」
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
奴

隷
貿
易
と
奴
隷
制
に
関
し
て
は
、
過
去
の
世
代
が
犯
し
た
罪
に
対
し

て
謝
罪
す
る
意
思
は
示
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
人
類
全
体
に
対
す
る
人
道

の
罪
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
。
植
民
地
支
配
に
関
し
て
は
、
す
べ
て

を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
植
民
地
者
の
な
か
に
は
「
良
い
志
」
を

も
っ
た
も
の
も
い
た
と
い
う
積
極
的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
た
。

奴
隷
貿
易
と
奴
隷
制
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
一
年
五
月
一
〇
日
に

フ
ラ
ン
ス
の
上
院
議
会
で
あ
る
セ
ナ
で
「
奴
隷
貿
易
お
よ
び
奴
隷
制

を
人
道
に
対
す
る
罪
と
し
て
承
認
す
る
法
」（
通
称
「
ト
ビ
ラ
法
」）

が
可
決
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
奴
隷
貿
易
と
奴
隷
制
が
人
道
に
対
す
る

罪
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
が
確
立
さ
れ
て
い
る6

＊

。
ま
た
、
同
年
八
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月
三
一
日
〜
九
月
七
日
に
南
ア
フ
リ
カ
の
ダ
ー
バ
ン
で
国
連
主
催
の

「
人
種
主
義
、
人
種
差
別
、
外
国
人
排
斥
お
よ
び
不
寛
容
に
反
対
す

る
世
界
会
議
」
で
は
、
会
議
に
参
加
し
た
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら
奴
隷

貿
易
に
対
す
る
謝
罪
と
賠
償
が
要
求
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
ト
ビ
ラ
法

が
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
場
面
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
（Le M

onde, 8 septem
bre 2001

）、
ト
ビ
ラ
法
で
は
謝

罪
に
も
賠
償
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
会
議
で
は
、
奴
隷

制
と
奴
隷
貿
易
が
人
道
に
反
す
る
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
現
在
も
な
お
奴
隷
制
や
そ
れ
と
同
類
の
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
非
難
す
る
内
容
の
最
終
宣
言
が
出
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
ア

フ
リ
カ
側
が
求
め
た
謝
罪
や
賠
償
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た＊

７

。
サ
ル
コ

ジ
の
演
説
は
こ
の
流
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

植
民
地
支
配
に
関
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
動
き
を
踏
ま
え
て

の
発
言
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
帰
還
フ
ラ
ン

ス
人
の
国
籍
お
よ
び
国
家
へ
の
貢
献
を
認
め
る
」
二
〇
〇
五
年
二
月

二
三
日
法
で
あ
る＊

８

。
こ
の
法
律
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
歴
史
研

究
者
か
ら
反
発
の
声
が
上
が
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
法
の

第
四
条
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

「
大
学
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
海
外
領
土
で
の
フ
ラ
ン
ス
の

存
在
、
と
り
わ
け
北
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
存
在
の

歴
史
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
与
え
る
。

学
校
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
と
く
に
海
外
領
土
で
の
フ
ラ

ン
ス
の
存
在
、
と
り
わ
け
北
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
存
在
の
積
極

的
な
役
割
を
認
め
、
海
外
領
土
出
身
の
フ
ラ
ン
ス
軍
兵
士
の
歴

史
と
犠
牲
に
、
そ
れ
ら
兵
士
の
権
利
で
あ
る
高
い
地
位
を
与
え

る
。」

歴
史
研
究
者
た
ち
は
こ
の
「
公
式
な
歴
史
」
の
教
育
に
拒
否
を
訴

え
た
（Le M

onde, 25 m
ars 2005

）。
二
〇
〇
五
年
一
一
月
三
〇
日

に
野
党
社
会
党
が
第
四
条
の
廃
止
を
め
ざ
す
法
案
を
フ
ラ
ン
ス
国
民

議
会
に
提
出
し
た
が
、
サ
ル
コ
ジ
が
党
首
を
務
め
る
与
党
国
民
運
動

連
合
（
Ｕ
Ｍ
Ｐ
）
の
反
対
で
法
案
は
審
議
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
り
わ
け
サ
ル
コ
ジ
は
、
社
会
党
の
態
度
を
「
永
遠
の
懺
悔
」
と
し

て
非
難
し
、
法
案
反
対
に
主
導
権
を
と
っ
た
。
こ
れ
で
は
事
態
は
収

束
せ
ず
、
む
し
ろ
第
四
条
に
反
対
す
る
動
き
は
研
究
者
の
レ
ベ
ル
を

越
え
、
フ
ラ
ン
ス
領
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
や
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
デ
モ
が
繰

り
広
げ
ら
れ
る
と
い
っ
た
社
会
的
な
う
ね
り
と
な
る
様
相
を
呈
す

る
。そ
の
た
め
シ
ラ
ク
大
統
領
（
当
時
）
が
事
態
収
拾
に
動
い
た
が
、

第
四
条
の
削
除
に
ま
で
な
か
な
か
決
断
が
で
き
な
か
っ
た
。
シ
ラ
ク

が
決
断
し
た
の
は
年
が
明
け
た
二
〇
〇
六
年
一
月
二
五
日
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
シ
ラ
ク
の
要
求
に
応
じ
て
憲
法
評
議
会
が
開
催
さ
れ
、
議

会
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
な
く
第
四
条
の
第
二
段
落
（「
学
校
教
育
の

…
…
高
い
地
位
を
与
え
る
」）
が
削
除
さ
れ
る
と
い
う
異
例
の
対
応
と

な
っ
た
。
そ
れ
は
議
会
で
の
審
議
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
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そ
れ
で
は
サ
ル
コ
ジ
が
何
故
に
抵
抗
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
選
挙
対
策
と
い
う
要
素
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
二
年

の
大
統
領
選
挙
の
際
、
フ
ラ
ン
ス
を
震
撼
さ
せ
た
の
は
、
大
統
領
選

挙
第
一
回
投
票
の
結
果
、
第
一
位
は
Ｕ
Ｍ
Ｐ
候
補
の
シ
ラ
ク
で
あ
っ

た
が
、
第
二
位
は
大
方
の
予
想
に
反
し
て
社
会
党
候
補
の
ジ
ョ
ス
パ

ン
で
は
な
く
、
極
右
政
党
国
民
戦
線
の
ル
・
ペ
ン
で
あ
っ
た
。
結
局

第
二
回
投
票
で
シ
ラ
ク
が
ル
・
ペ
ン
に
勝
利
し
て
大
統
領
に
再
選
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ル
・
ペ
ン
が
第
二
位
に
つ
け
た
こ

と
は
世
論
を
驚
か
せ
た
。
と
り
わ
け
危
機
感
を
募
ら
せ
た
の
は
保
守

政
党
で
あ
る
与
党
Ｕ
Ｍ
Ｐ
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
の
票
が
移
民
排
斥

な
ど
を
声
高
に
主
張
す
る
極
右
勢
力
へ
流
れ
て
い
く
こ
と
を
心
配
し

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
シ
ラ
ク
政
権
お
よ
び
与
党
Ｕ
Ｍ
Ｐ
は
極

右
へ
の
票
の
流
れ
を
意
識
し
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
色
の
強
い
政
策
を
と

る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
四
年
に
「
公
立
学
校
に
お
け
る

宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
禁
止
法
」（
通
称
「
ス
カ
ー
フ
禁
止
法
」）
が
成
立

し
た
の
も
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日
法

も
同
様
の
文
脈
で
成
立
し
た
。
さ
ら
に
サ
ル
コ
ジ
は
大
統
領
選
挙
期

間
中
の
二
〇
〇
七
年
四
月
五
日
に
リ
オ
ン
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る＊
９

。「
我
々
は
フ
ラ
ン
ス
を
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
あ
ま
り
に
悪
く
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
の
は
間

違
っ
て
い
る
。
私
は
フ
ラ
ン
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
へ
の
嫌
悪

を
表
明
す
る
こ
と
で
懺
悔
す
る
と
い
う
や
り
方
を
嫌
悪
す
る
。

私
は
自
分
た
ち
の
国
を
誇
り
に
思
う
こ
と
を
我
々
に
禁
じ
さ
せ

よ
う
と
す
る
懺
悔
を
嫌
悪
す
る
。」

サ
ル
コ
ジ
の
ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説
は
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
で
は
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
に
ア
フ
リ
カ
の
聴
衆
が
納
得
す

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
マ
リ
の
元
文
化
大
臣
で
あ
る

ア
ミ
ナ
タ
・
ト
ラ
オ
レ
は
、『
侮
辱
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
』
と
題
さ
れ

た
著
作
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（T

raoré 2008: 45-
46

）。「
な
ぜ
奴
隷
貿
易
や
植
民
地
支
配
の
遺
産
の
重
荷
を
背
負
い
込

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
自
分
で

勝
手
に
許
し
た
り
、
自
分
で
勝
手
に
賞
賛
し
た
り
、『
ア
フ
リ

カ
の
人
間
』
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
文
明
的

な
成
果
に
対
し
て
礼
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
せ
る

ほ
う
が
ず
っ
と
よ
い
。『
人
質
の
学
校
（école des otages

）』

は
入
植
者
が
必
要
と
す
る
補
助
者
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
た
こ
と
や
、
フ
ラ
ン
ス
本
国
を
豊
か
に
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
未
開
の
土
地
を
肥
沃
に
さ
せ
る
た
め
に
、
我
々
が
額
に
汗

し
て
時
に
は
血
の
代
償
を
払
っ
て
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー

を
建
設
し
た
こ
と
を
忘
れ
る
よ
う
、
我
々
は
促
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。」
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Ⅲ　

歴
史
な
き
ア
フ
リ
カ
と
悪
し
き
二
分
法

演
説
で
は
歴
史
に
関
し
て
、
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
、
植
民
地
支
配

に
と
ど
ま
ら
ず
展
開
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
サ
ル
コ
ジ
が
、
ア
フ

リ
カ
の
人
間
が
歴
史
の
な
か
へ
十
分
に
入
っ
て
い
な
い
云
々
と
発
言

し
た
こ
と
は
、
奴
隷
貿
易
、
奴
隷
制
、
植
民
地
支
配
に
関
す
る
解

釈
よ
り
も
世
論
を
驚
か
す
こ
と
に
な
っ
た
。「
ア
フ
リ
カ
の
人
間
」

と
い
う
表
現
自
体
も
ま
た
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
そ
の
点
は
後

述
す
る
こ
と
に
し
て
、
歴
史
の
な
か
へ
十
分
に
入
っ
て
い
な
い
云
々

と
の
発
言
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
観
の
再
来
で
あ
る
と
す
る
批

判
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
（Chrétien 2008: 18-19; Politique 

africaine 2007: 6

）。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
（1994: 157-160
）
が
次

の
よ
う
に
記
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
と
の
指
摘
で
あ
っ
た
。

「
…
…
ア
フ
リ
カ
は
、
歴
史
的
に
さ
か
の
ぼ
れ
る
か
ぎ
り
で
は

他
の
世
界
と
の
交
渉
を
も
た
な
い
閉
鎖
地
帯
で
す
。
内
部
に
引

き
こ
も
っ
た
黄
金
の
地
、
子
ど
も
の
国
で
あ
っ
て
、
歴
史
に
目

覚
め
る
以
前
の
暗
黒
の
夜
に
お
お
わ
れ
て
い
ま
す
。
…
…
ア
フ

リ
カ
の
特
徴
を
と
ら
え
る
の
は
困
難
で
す
が
、
と
い
う
の
も
、

こ
こ
で
は
、
私
た
ち
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
）
が
も
の
を
考
え
る
と

き
つ
ね
に
必
要
と
す
る
一
般
概
念
を
、
す
て
て
か
か
ら
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
す
。
黒
人
の
特
徴
と
い
え
ば
、
そ
の
意
識
が
な

ん
ら
か
の
確
固
た
る
客
観
性
を
直
観
す
る
に
い
た
っ
て
い
な
い

こ
と
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
、
人
間
の
意
思
が
関
与
し
、
人
間
の

本
質
を
直
観
さ
せ
て
く
れ
る
紙
や
法
律
が
彼
ら
の
も
と
に
は
な

い
。
ア
フ
リ
カ
人
は
、
個
と
し
て
の
自
分
と
普
遍
的
本
質
と
し

て
の
自
分
と
の
区
別
を
認
識
す
る
以
前
の
、
素
朴
で
内
閉
的
な

統
一
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
自
己
と
は
べ
つ
の
、
自
己
よ
り
高
度

な
絶
対
の
実
存
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
知
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
…
…
黒
人
は
自
然
の
ま
ま
の
、
ま
っ
た
く
野
蛮
で
奔
放
な

人
間
で
す
。
彼
ら
を
正
確
に
と
ら
え
よ
う
と
思
え
ば
、
あ
ら
ゆ

る
畏
敬
の
念
や
共
同
精
神
や
心
情
的
な
も
の
を
す
て
さ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
の
性
格
の
う
ち
に
は
人
間
の
心
に
ひ
び

く
も
の
が
な
い
の
で
す
。」

ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
（Chrétien 2008: 18-

19

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ア
フ
リ
カ
観
は
植
民

地
主
義
的
思
考
の
典
型
で
あ
る
。
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
か
ら
は
植
民
地

の
問
題
を
過
去
の
も
の
と
す
る
意
図
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
皮
肉
な

こ
と
に
演
説
そ
の
も
の
に
植
民
地
主
義
的
な
調
子
が
醸
し
出
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
演
説
で
歴
史
の
な
か
へ
十
分
に

入
っ
て
い
な
い
云
々
と
い
う
箇
所
は
、
け
っ
し
て
植
民
地
支
配
を
想

起
さ
せ
る
と
い
う
意
図
が
起
草
者
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
起
草
者
で
あ
る
ゲ
ノ
は
、
大
統
領
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
何
も
得
て
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い
な
い
、
と
振
り
返
る
（Le M

onde, 27-28 juillet 2008

）。
確
か

に
演
説
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
直
接
引
用
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
ゲ
ノ

は
、
ア
フ
リ
カ
に
歴
史
が
な
い
と
は
ど
こ
に
も
言
っ
て
い
な
い
、
と

し
、
ア
フ
リ
カ
の
人
間
は
歴
史
の
な
か
や
世
界
の
な
か
に
入
っ
て
い

る
が
十
分
で
は
な
い
と
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
歴

史
の
否
定
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
も
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
ヘ
ー
ゲ

ル
は
、
そ
も
そ
も
ア
フ
リ
カ
は
歴
史
に
目
覚
め
る
以
前
の
状
態
だ
と

し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
ゲ
ノ
は
な
ぜ
「
歴
史
（histoire

）」
と
い
う
言
葉
を

単
純
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
ゲ
ノ
は
言
及
し

て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
ゲ
ノ
は
二
〇
〇
八
年
四
月
九
日
付
で
セ
ネ
ガ

ル
の
日
刊
紙
『
ル
・
ソ
レ
イ
ユ
』
の
社
説
欄
に
著
名
な
ア
フ
リ
カ
人

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
バ
ラ
・
デ
ィ
ウ
フ
が
、
我
々
の
扉
を
た
た

く
今
世
紀
は
我
々
が
現
代
史
（histoire contem

poraine
）
へ
入
る

こ
と
を
要
求
し
て
い
る
、
と
記
し
た
こ
と
を
引
用
し
て
正
当
化
し
て

い
る
。
し
か
し
「
歴
史
」
と
「
現
代
史
」
で
は
意
味
合
い
が
異
な
る

こ
と
に
は
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
バ
ラ
・
デ
ィ
ウ
フ
か
ら

は
、
ア
フ
リ
カ
が
も
っ
と
現
代
世
界
が
直
面
す
る
課
題
に
関
与
す
べ

き
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
そ
れ
が
、「
歴
史
」
と

い
う
言
葉
を
単
純
に
用
い
て
、
人
間
が
歴
史
の
な
か
に
十
分
入
っ
て

い
な
い
、
と
な
る
と
、
そ
の
人
間
は
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
か
考
え

さ
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
再
び
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
に
目
覚
め
る
以
前
の
状
態
の
ア
フ
リ
カ
の
人
々

（
ヘ
ー
ゲ
ル
曰
く
「
黒
人
」）
が
、
自
然
の
ま
ま
の
ま
っ
た
く
野
蛮
で

奔
放
な
人
間
で
あ
る
、
と
い
う
。
つ
ま
り
歴
史
の
な
か
に
十
分
入
っ

て
い
な
い
と
は
、
自
然
の
ま
ま
の
ま
っ
た
く
野
蛮
で
奔
放
な
人
間
か

ら
抜
け
出
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

こ
の
点
こ
そ
が
演
説
に
潜
む
注
目
す
べ
き
問
題
点
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ア
フ
リ
カ
は
「
未
開
」
あ
る
い
は
「
幼
稚
」
で
あ
る
と
の
意

識
が
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
を

明
白
に
批
判
す
る
の
は
、
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
で
あ
る
。
ク
レ
テ
ィ
ア

ン
（Chrétien 2008: 21

）
は
演
説
の
な
か
か
ら
そ
の
よ
う
な
意
識

を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
言
葉
を
指
摘
す
る
。「
神
秘
的
な
教
義

（foi m
ystérieuse

）」、「
ア
フ
リ
カ
の
魂
（l'âm

e africaine

）」、「
超

自
然
的
な
想
像
の
領
域
（un im

aginaire m
erveilleux

）」、「
先

祖
伝
来
の
賢
明
さ
（une sagesse ancestrale

）」、「
自
然
と
の
共

生
（la sym

biose avec la nature

）」、「
不
変
の
秩
序
（un ordre 

im
m
uable

）」、「
失
わ
れ
た
楽
園
（un paradis perdus

）」
と
い
っ

た
言
葉
を
抜
き
出
し
た
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
は
、
演
説
が
ア
フ
リ
カ
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
幼
年
時
代
と
結
論
づ
け
て
い
る
と
す
る10

＊

。
さ
ら
に
ク

レ
テ
ィ
ア
ン
（Chrétien 2008: 21-22

）
は
演
説
の
な
か
で
、
伝
統

と
退
嬰
主
義
と
い
う
檻
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ア
フ
リ
カ
の
人
た
ち
が

西
欧
モ
デ
ル
へ
の
入
会
に
よ
っ
て
の
み
変
化
と
進
歩
を
み
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
と
し
、
伝
統
と
近
代
と
は
、
別
の
言
い

方
で
は
、
原
住
民
と
文
明
化
の
使
者
の
対
立
で
あ
り
、
こ
の
構
造
的
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な
二
元
論
が
ダ
カ
ー
ル
の
演
説
の
核
心
で
あ
る
、
と
す
る
。
実
際
に

ゲ
ノ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
文
明
に
進
歩
と
い
う
要
素
が
な
い
と

い
い
た
い
の
で
は
な
い
が
、
我
々
が
知
っ
て
い
る
進
歩
と
い
う
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
啓
蒙
の
時
代
か
ら
の
遺
産
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
、
と

し
て
い
る
（Le M

onde , 27-28 juillet 2008

）。
こ
こ
か
ら
ゲ
ノ
が

二
元
論
か
ら
解
き
放
た
れ
た
思
考
の
持
ち
主
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
二
元
論
の
背
後
に
は
人
種
主
義
（racism

e

）
が

あ
る
と
の
主
張
が
あ
る
。
演
説
で
用
い
ら
れ
た
「
ア
フ
リ
カ
の
人

間
」
や
「
黒
い
人
間
」
と
い
う
表
現
が
人
種
主
義
的
で
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
演
説
の
様
式
そ
れ
自
体
を
人
種
主
義
的
と
す

る
批
判
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
シ
ル
・
ベ
ン
ベ
（M

em
be 2008: 

117-119

）
は
、
一
七
八
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
設
立
さ
れ
た
「
黒
人

友
好
協
会
（Société des A

m
is des N

oirs

）」
の
メ
ン
バ
ー
が
、

奴
隷
制
や
奴
隷
貿
易
に
苦
し
む
黒
人
に
同
情
す
る
、
つ
ま
り
黒
人
の

友
人
と
し
て
好
意
を
抱
き
な
が
ら
行
動
し
つ
つ
も
、
黒
人
を
劣
等
視

す
る
と
い
う
人
種
的
偏
見
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る11

＊

。
そ

し
て
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
黒
人
と
は
い
に
し
え
の
幸
運
で
単

純
な
人
間
性
の
生
き
た
象
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
レ
ッ
テ
ル
は
植

民
地
統
治
下
で
も
継
承
さ
れ
、
黒
人
た
ち
は
森
に
住
み
泉
で
歌
を
歌

い
な
が
ら
自
然
や
魂
と
調
和
し
て
生
き
て
い
る
と
さ
れ
た
。
ベ
ン
ベ

は
こ
こ
に
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
と
の
類
似
性
を
み
い
だ
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ベ
ン
ベ
（M

bem
be 2008: 121

）
は
、
サ
ル
コ
ジ
が
ア
フ
リ

カ
人
の
「
友
人
」
と
し
て
植
民
地
支
配
を
「
誤
り
」
と
表
現
す
る
こ

と
で
非
難
し
て
も
、演
説
の
構
造
は
「
人
種
主
義
者
の
原
型
（proto-

raciste

）」
そ
の
ま
ま
で
あ
る
、と
断
言
す
る
。
こ
の
ア
フ
リ
カ
人
を

劣
等
視
す
る
人
種
主
義
は
何
も
奴
隷
貿
易
や
植
民
地
支
配
と
い
っ
た

過
去
と
ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
ク
レ

テ
ィ
ア
ン
（Chrétien 2008: 19-29

）
は
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
メ

デ
ィ
ア
で
も
、
ア
フ
リ
カ
は
常
に
「
神
秘
的
」
で
「
冒
険
」
の
対
象

と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
深
淵
に
は

人
種
主
義
と
い
う
側
面
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
ベ
ン
ベ

（M
em

be 2008: 106

）
は
、
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
が
、
ア
フ
リ
カ
の
こ

と
を
問
題
に
す
る
や
い
な
や
フ
ラ
ン
ス
風
人
種
主
義
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
機
能
す
る
と
い
う
流
儀
の
最
も
公
的
な
証
言
に
な
っ
て
い

る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
人
種
主
義
と
の
批
判
は
、
演
説
起
草
者
で
あ
る
ゲ
ノ
に

と
っ
て
最
も
耐
え
難
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。『
ル
・
モ
ン

ド
』
紙
に
掲
載
さ
れ
た
ゲ
ノ
の
反
論
で
は
、
人
種
主
義
と
の
批
判
に

対
し
て
多
く
の
紙
面
が
割
か
れ
て
い
た
（Le M

onde, 27-28 juillet 
2008

）。
ゲ
ノ
は
ま
ず
、
人
種
主
義
と
は
人
間
集
団
を
遺
伝
形
質
の

質
に
基
づ
き
階
層
化
し
、
上
位
の
人
間
集
団
が
下
位
の
人
間
集
団
に

対
す
る
特
権
を
正
当
化
す
る
こ
と
、
と
の
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス

が
一
九
七
一
年
に
ユ
ネ
ス
コ
で
行
っ
た
「
人
種
と
文
化
（Race et 

culture

）」
と
題
す
る
講
演
の
な
か
で
展
開
し
た
人
種
主
義
の
概
念

を
引
用
す
る
。
そ
し
て
ゲ
ノ
は
演
説
で
は
そ
の
よ
う
な
階
層
化
は
行
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わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ゲ
ノ
は
、
戦
後
の
対
独

和
解
に
貢
献
し
た
哲
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
が
、
自
然
と
の

調
和
を
ア
フ
リ
カ
の
幸
福
と
推
測
す
る
箇
所
を
引
用
し
、
ま
た
ア

ナ
ー
ル
派
の
歴
史
学
者
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
が
、
ア
フ
リ
カ

は
外
界
か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
存
在
と
述
べ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
て
、

ム
ニ
エ
や
ブ
ロ
ー
デ
ル
を
人
種
主
義
者
と
呼
ぶ
の
か
、
と
問
い
か
け

て
い
る
。

こ
の
ゲ
ノ
の
反
論
は
的
外
れ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
レ
ヴ
ィ
・

ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
定
義
は
も
っ
と
も
で
あ
る
し
、
演
説
の
な
か
で

階
層
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は

演
説
の
な
か
で
具
体
的
に
階
層
化
さ
れ
て
い
た
か
否
か
で
は
な
く
、

ア
フ
リ
カ
を
劣
等
視
す
る
意
味
を
想
起
さ
せ
る
表
現
や
語
句
が
演
説

に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
ム
ニ
エ
や
ブ
ロ
ー
デ
ル
を

人
種
主
義
者
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
は
、
い
い
か
え
れ
ば

サ
ル
コ
ジ
個
人
を
人
種
主
義
者
と
呼
ぶ
の
は
誤
り
で
あ
る
と
言
っ
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
批
判
の
な
か
に
は
サ
ル
コ
ジ
へ

の
個
人
的
な
も
の
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
サ
ル
コ

ジ
個
人
の
資
質
を
問
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ベ
ン
ベ
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
サ
ル
コ
ジ
演
説
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス

が
ア
フ
リ
カ
を
語
る
と
き
に
人
種
主
義
的
な
呪
縛
か
ら
二
一
世
紀

の
現
在
に
な
っ
て
も
い
ま
だ
に
解
放
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
バ
イ
ヤ
ー
ル

（Bayart 2008: 31-34

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
断
絶
が
な
い
（y 

a pas rupture

）」
の
で
あ
る
。
バ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
サ
ル
コ
ジ
も
た

び
た
び
引
用
す
る
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
が
、
一
八
七
九
年
に
残
し

た
『
ア
フ
リ
カ
に
つ
い
て
の
演
説
（D

iscours sur l'A
frique

）』
を

引
用
す
る
。

「
さ
あ
人
々
よ
。
そ
の
土
地
を
奪
取
せ
よ
。
そ
の
土
地
を
奪
え
。

誰
の
た
め
に
か
。
誰
の
た
め
で
は
な
い
。
神
の
た
め
に
そ
の
土

地
を
奪
う
の
だ
。
神
が
そ
の
土
地
を
人
間
に
与
え
る
の
だ
。
神

が
ア
フ
リ
カ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
与
え
る
の
だ
。
そ
の
土
地
を
奪

え
」（H

ugo 1926: 128

）。

奴
隷
貿
易
お
よ
び
奴
隷
制
を
人
道
主
義
的
な
立
場
か
ら
批
判
し
続

け
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
で
す
ら
、
そ
の
範
疇
か
ら
逸
脱
す
る
人

物
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
植
民
地
拡
大
の
重
要
性
を
主

張
し
、
む
し
ろ
植
民
地
住
民
に
対
し
て
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
と
評

さ
れ
て
い
る
ジ
ュ
ル
・
フ
ェ
リ
ー
で
さ
え
、
人
権
宣
言
は
赤
道
ア
フ

リ
カ
の
黒
人
の
た
め
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
、
と
断
言
し
、
優
等

人
種
は
劣
等
人
種
を
文
明
化
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
主
張
し
た
の
で

あ
る
（M

anceron 2006: 60-61

）。
そ
し
て
、
ア
フ
リ
カ
植
民
地

が
独
立
を
迎
え
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
ま
だ
植
民
地
主
義
的
あ
る
い
は

帝
国
主
義
的
な
要
素
を
色
濃
く
残
し
た
関
係
を
ア
フ
リ
カ
と
構
築
し

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
「
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
（Françafrique

）」

な
る
用
語
で
特
徴
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ラ
ン
ス
と
旧
フ
ラ
ン
ス
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領
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
諸
国

と
の
関
係
な
の
で
あ
る12

＊

。
ウ
フ
ェ
＝
ボ
ワ
ニ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス

（France
）
と
ア
フ
リ
カ
（A

frique

）
か
ら
つ
く
ら
れ
た
造
語
で
あ

る
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
用
語
の
持
つ
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ

カ
の
一
体
性
と
い
う
意
味
合
い
が
、
独
立
後
も
な
お
植
民
地
時
代
の

よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
大
き
く
依
存
す
る
ア
フ
リ
カ
と
、
ア
フ
リ
カ
と

い
う
勢
力
圏
を
有
す
る
こ
と
で
国
際
的
な
大
国
た
ら
ん
と
す
る
帝
国

主
義
的
思
考
に
囚
わ
れ
続
け
る
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
、
両
者
の
関
係
を

象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
も
ま
た
過
去
と
の
断

絶
で
は
な
か
っ
た
。
大
統
領
選
挙
戦
で
は
こ
の
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク

の
改
革
を
訴
え
た
サ
ル
コ
ジ
で
あ
る
が
、
結
局
は
サ
ル
コ
ジ
も
ま
た

断
絶
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
こ
の
ダ
カ
ー
ル
の
演
説
で
露
呈
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
は
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
サ
ル
コ
ジ
が
ダ
カ
ー
ル
で
行
っ
た
演
説
の
内
容
と
演
説

に
対
す
る
批
判
を
見
て
き
た
。
ゲ
ノ
が
反
論
す
る
よ
う
に
サ
ル
コ
ジ

は
演
説
の
な
か
で
明
白
に
ア
フ
リ
カ
に
対
し
て
人
種
主
義
的
な
発
言

を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
二
元
論
的
発
言
も
ア
フ
リ
カ
を
劣

等
視
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
し
て
発
言
し
た
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
実
際
に
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
は
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
間
で
外
交

問
題
化
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
南
ア
フ
リ
カ
の
タ
ボ
・
ム
ベ

キ
大
統
領
（
当
時
）
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
日
付
け
サ
ル

コ
ジ
宛
の
親
書
の
な
か
で
演
説
に
対
し
て
謝
意
を
表
明
し
た
指
導
者

も
い
る13

＊

。
も
っ
と
も
公
式
に
非
難
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、

Ａ
Ｕ
委
員
長
の
ア
ル
フ
ァ
・
ウ
マ
ー
ル
・
コ
ナ
レ
の
よ
う
に
、
サ
ル

コ
ジ
の
演
説
に
対
し
て
違
和
感
を
表
明
し
た
指
導
者
も
い
た
こ
と
は

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（Chrétien 2008: 23

）。

サ
ル
コ
ジ
の
演
説
に
対
す
る
批
判
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
立
場
か
ら

中
心
に
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
立
場
に

し
て
も
、
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
す
べ
て
を
否
定
し
よ
う
と
の
意
図
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ク
レ
テ
ィ
ア
ン
（Chrétien 2008: 

25

）
は
、
父
権
主
義
的
、
二
元
論
的
、
人
種
主
義
的
な
要
素
が
、
演

説
の
他
の
箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
善
意
を
相
対
化
さ
せ
失
墜
さ

せ
た
、と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
演
説
に
お
い
て
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、

サ
ル
コ
ジ
お
よ
び
ゲ
ノ
が
意
図
的
に
父
権
主
義
的
、
二
元
論
的
、
人

種
主
義
的
な
演
説
を
行
お
う
と
し
た
か
否
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ベ
ン
ベ
（M

bem
be 2008: 126

）
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
演
説
に
お

け
る
言
葉
の
使
い
方
が
鈍
感
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
言
葉
の
表
面
的
な

名
称
だ
け
を
意
識
し
て
意
味
を
よ
く
考
え
ず
に
使
っ
た
こ
と
が
問
題

な
の
で
あ
る
。
演
説
の
最
後
で
提
唱
さ
れ
た
ユ
ー
ラ
フ
リ
ッ
ク
に
し

て
も
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
が
第
四
共
和
制
下
で
植
民
地
体
制
の
維
持

を
意
図
し
て
用
い
た
用
語
ゆ
え
に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
フ
リ
カ
と
の
新

し
い
未
来
を
切
り
開
く
言
葉
と
の
印
象
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
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の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、『
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
・

ア
フ
リ
ケ
ー
ヌ
』
誌
（Politique africaine 2007: 6

）
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
サ
ル
コ
ジ
の
腹
心
と
は
い
え
、
ア
フ
リ
カ
問
題
に
精
通
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
ゲ
ノ
を
演
説
の
起
草
者
に
し
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
演
説
原
稿
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
内
の
ア
フ
リ
カ
問
題
担

当
者
が
意
見
を
言
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
疑

問
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
サ
ル
コ
ジ
に
こ
の
よ
う
な
演
説
を
許
し
て
し
ま
っ
た

の
は
、「
ア
フ
リ
カ
悲
観
論
（
ア
フ
ロ
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
）」
の
蔓
延
と

い
う
社
会
的
な
背
景
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
こ

こ
数
年
の
国
際
的
な
資
源
価
格
の
高
騰
に
よ
り
、
ア
フ
リ
カ
の
経
済

は
上
向
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
資
源
価
格
の
高
騰
と
い
う
恩
恵

に
与
る
こ
と
の
で
き
る
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
限
ら
れ
て
お
り
、
恩
恵

に
与
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
問
題
が
解
決
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ア
フ
ロ
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
蔓
延
し
て
い
る
例
と
し
て
、
ス
テ

フ
ァ
ン
・
ス
ミ
ス
が
二
〇
〇
三
年
に
発
表
し
た
『
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
ー

（N
égrologie

）』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か

で
ス
ミ
ス
は
、
現
在
の
ア
フ
リ
カ
の
苦
悩
の
原
因
が
ア
フ
リ
カ
の
人

間
的
貧
困
や
後
進
性
に
基
づ
く
文
化
に
原
因
が
あ
る
と
し
、
人
種
主

義
的
な
視
点
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
長
き
に
わ
た
り
フ

ラ
ン
ス
の
『
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
』
紙
や
『
ル
・
モ
ン
ド
』
紙
の
記
者
と

し
て
ア
フ
リ
カ
で
取
材
を
続
け
、
ア
フ
リ
カ
に
好
意
的
な
第
一
線
級

の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ア
フ
リ
カ
双
方
で
評
価
を

得
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
『
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
ー
』

の
内
容
は
驚
き
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
、
賛
否
両
論
が
起
こ
っ
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
『
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
ー
』
が
直
接
サ
ル
コ
ジ
の
演
説
に

影
響
を
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ア
フ
ロ
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
蔓
延

が
演
説
の
言
葉
の
選
び
方
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き

よ
う
。

サ
ル
コ
ジ
は
二
〇
〇
八
年
二
月
に
二
回
目
の
ア
フ
リ
カ
外
遊
と
し

て
南
ア
フ
リ
カ
を
訪
問
し
た
。
南
ア
フ
リ
カ
滞
在
中
の
二
月
二
八
日

に
ケ
ー
プ
で
行
っ
た
演
説
は
ダ
カ
ー
ル
の
演
説
と
異
な
り
、
政
策
的

な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た14

＊

。
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
と
旧
フ
ラ
ン

ス
領
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
安
全
保
障
分
野
に
関
す

る
二
国
間
協
力
協
定
の
見
直
し
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ

た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
安
全
保
障
に
関
す
る
二
国
間
協
力
協
定
は
、

フ
ラ
ン
ス
と
旧
フ
ラ
ン
ス
領
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
深
い
結
び
つ
き
を
象

徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
を
公
的
に
担
保
す
る
も

の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
第
五
共
和
制
の
歴
代

政
権
で
こ
の
安
全
保
障
に
関
す
る
二
国
間
協
力
協
定
の
存
続
が
問
題

に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
二
国
間
協
力
協
定
の
見
直
し

に
関
し
て
は
進
展
が
な
い
。
サ
ル
コ
ジ
が
大
統
領
選
挙
期
間
中
に
訴

え
て
き
た
ア
フ
リ
カ
外
交
の
改
革
に
関
し
て
進
展
は
な
い
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
サ
ル
コ
ジ
は
改
革
と
は
反
対
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
政
府
内
部
で
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
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ク
と
の
決
別
を
強
く
主
張
し
た
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
ー
・
ボ
ッ
ケ
ル
は
、

二
〇
〇
八
年
三
月
の
内
閣
改
造
の
際
に
協
力
・
フ
ラ
ン
コ
フ
ォ
ニ
ー

担
当
相
か
ら
更
迭
さ
れ
た15

＊

。
ま
た
サ
ル
コ
ジ
は
旧
来
の
ア
フ
リ
カ
外

交
で
暗
躍
し
て
い
た
ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
ル
ジ
弁
護
士
と
接
触
し
て
い

る
。
さ
ら
に
チ
ャ
ド
の
デ
ビ
ー
政
権
と
の
不
透
明
な
関
係
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（Le M

onde, 13 m
ars 2008

）。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
ア
フ
リ
カ
で
は
な
く
、
サ
ル
コ
ジ
の
ア
フ
リ

カ
外
交
こ
そ
ま
さ
に
停
滞
と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
状
況
で
あ
る
。
サ

ル
コ
ジ
政
権
の
ア
フ
リ
カ
外
交
の
中
心
的
な
目
的
と
し
て
は
経
済
的

な
実
利
優
先
と
い
う
観
点
か
ら
資
源
外
交
が
あ
り
、
ア
ン
ゴ
ラ
な
ど

の
産
油
国
と
の
関
係
改
善
・
強
化
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
は
ア
フ
リ
カ
が
依
然
と
し
て
原
料
供
給
地
に
し
か
見
な
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
も
ま
た
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
源
確
保
と
い
う
行

動
を
単
純
に
新
植
民
地
主
義
と
批
判
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い

が
、
そ
こ
に
ア
フ
リ
カ
と
未
来
に
向
け
た
新
し
い
関
係
を
築
く
と
い

う
観
点
か
ら
の
新
し
さ
が
な
い
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
考
え

る
。
も
っ
と
も
そ
の
よ
う
な
新
し
さ
は
、
依
然
と
し
て
潜
在
的
に
存

在
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
克
服
な
く
し
て
は
到
来
す
る
こ
と
が

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
過
去
の
亡
霊
の
よ
う
に
現
れ
た
サ
ル
コ
ジ

の
ダ
カ
ー
ル
で
の
演
説
を
み
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
フ
リ
カ
外
交
、

そ
し
て
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
の
根
本
的
な
転
換
に
は
ま
だ
し
ば
ら
く

時
間
が
か
か
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

◉
注

＊
１　

サ
ル
コ
ジ
の
演
説
は
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

引
用
（w

w
w
.elysee.fr/dow

nload/?m
ode=press&

am
p;filenam

e=disc-sarko-universite_dakar-26-07-07.pdf

）（
二
〇
〇
八
年

一
〇
月
三
〇
日
）。

＊
２　

た
と
え
ば
、T

. H
eam

s, «L'H
om

m
e africain...», L

ibération 
(France), 2 août 2007; A

. M
em

be, «L'A
frique de N

icolas 
Sarkozy», Sud Q

uotidien (D
akar), 2 août 2007; I. T

hioub, 
«Lettre à M

. N
icolas Sarkozy», L

e M
atin (D

akar), 7 sep-
tem

bre 2007; Raharim
anana, B. Boris D

iop et al., «Lettre 
ouvert à N

icolas Sarkozy», L
ibération (F

rance), 10 août 
2007; C. Coquery-V

idrovitch, G. M
anceron, B. Stona, «La 

m
ém

oire partisane du président», L
ibération (France), 13 

août 2007; F. Brisset-Foucault, M
.E. Pom

m
erolle, E. Sm

ith, 
E. V

iret, «Géopolitique de la nostalgie», Libération (France), 
14 août 2007; M

. D
iouf, «Pourquoi Sarkozy se donne-t-

il le droit de nous tracer et de juger nos pratiques», Sud 
Q
uotidien (D

akar), 17 août 2007; N
. et S. K

ouroum
a, «En 

m
ém

oire de notre pére» et B
. G

iraud, «Les tribulations 
sarkoziennes en A

frique et l'histoire à l'école», L
ibéra-

tion (France), 20 août 2007; P. Bernard, «Le faux pas af-
ricain de Sarkozy», L

e M
onde (F

rance), 23 août 2007; 
A
nne-C

écile R
obert, «L'A

frique au kärcher», L
e m

onde 
diplom

atique (France), septem
bre 2007, p.32

（「
サ
ル
コ
ジ
の

ア
フ
リ
カ
と
ん
で
も
演
説
」
清
水
眞
理
子
訳
、『
ル
・
モ
ン
ド
・
デ
ィ

プ
ロ
マ
テ
ィ
ー
ク　

日
本
語
・
電
子
版
』
二
〇
〇
七
年
九
月
号
）; J.-P. 
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Chrétien «Le discours de D
akar. Le poids idéologique d'un 

africanism
e traditionnel», Esprit (France), novem

bre 2007, 
pp.163-181.

＊
３　

サ
ル
コ
ジ
の
演
説
原
稿
の
別
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
次
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
入
手
可
能
。http://w

w
w
.africa.com

/index.php?page=cont
enu&

art=
1841&

PHPSESSID=
044c45260248abdddc803752c41a52

cf

（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
〇
日
）

＊
４　

た
と
え
ば M

. Gassam
a, «Le piége infernal»

（Gassam
a 

2008: 33-36

）。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
著
名
な
作
家
で
あ
り
文
化
人
で

あ
る
ベ
ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
は
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
九
日

に
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ン
テ
ー
ル
局
の
番
組
内
で
、

ダ
カ
ー
ル
の
演
説
を
起
草
し
た
ゲ
ノ
は
人
種
主
義
者
で
あ
る
と
批
判
し

て
い
る
（http://w

w
w
.ldh-toulon.net/spip.php?article2310

）

（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
三
〇
日
）。

＊
５　

フ
ラ
ン
ス
で
定
評
の
あ
る
学
術
専
門
誌
で
あ
る『
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
・

ア
フ
リ
ケ
ー
ヌ
』
は
、
同
誌
第
一
〇
七
号
の
巻
頭
に
編
集
部
名
で
サ
ル

コ
ジ
の
演
説
に
関
す
る
論
考
を
掲
載
し
た
。

＊
６　

Loi N
˚2001-434 du 21 m

ai 2001 tendant à la reconnais-
sance de la traite et de l'esclavage en tant que crim

e con-
tre l'hum

anité. 

通
称
と
な
っ
た
ト
ビ
ラ
と
は
、
こ
の
法
律
の
提
唱
者

で
あ
り
制
定
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
仏
領
ギ
ア
ナ
出
身
の
フ
ラ

ン
ス
国
民
議
会
議
員
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
ヌ
・
ト
ビ
ラ
＝
ド
ラ
ン
ノ
ン

（Christiane T
aubira-D

elannon

）
に
由
来
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ

の
ト
ビ
ラ
法
に
し
た
が
っ
て
、
奴
隷
貿
易
お
よ
び
奴
隷
制
の
記
憶
を
後

生
に
伝
え
る
た
め
の
「
奴
隷
制
の
記
憶
の
た
め
の
委
員
会
（le Com

ité 
pour la M

ém
oire de l'Esclavage

）」
が
創
設
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年

よ
り
五
月
一
〇
日
が
フ
ラ
ン
ス
で
「
奴
隷
貿
易
、
奴
隷
制
と
そ
の
廃
止

の
記
憶
記
念
日
」
と
な
っ
て
い
る
。

＊
７　

D
urban D

eclaration and Program
m
e of A

ction

（http://
w
w
w
.unhchr.ch/pdf/D

urban.pdf

）（
二
〇
〇
八
年
一
一
月
三
〇
日
）

＊
８　

Loi N
˚2005-158 du 23 février 2005 portant reconnais-

sance de la N
ation et contribution nationale en faveur des 

Français rapatriés.

＊
９　

Cité de Y
ves Gounin, «D

e la Françafrique à l'Eurafrique: 
les débats nés du discours de N

icolas Sarkozy à D
akar», 

Q
uestions internationales, n. ˚33, septem

bre-octobre 2008, 
p.39. 

サ
ル
コ
ジ
に
よ
る
「
懺
悔
」
へ
の
批
判
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月

一
〇
日
の
「
奴
隷
貿
易
、
奴
隷
制
と
そ
の
廃
止
の
記
憶
記
念
日
」
に
出

席
し
た
際
に
も
繰
り
返
し
発
言
さ
れ
た
（Le M

onde, 10 m
ai 2007

）。

＊
10　

ク
レ
テ
ィ
ア
ン
は
「
ア
フ
リ
カ
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、

神
秘
主
義
や
宗
教
心
、
感
性
か
ら
つ
く
ら
れ
る
（identité africaine 

faite de m
ystique, de religiosité, de sensibilité

）」
と
の
引
用
も

掲
載
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
参
照
し
た
演
説
原
稿
に
は
一
致
す
る
箇
所

を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
演
説
原
稿
で
は
、「
ア
フ
リ
カ

の
若
者
た
ち
よ
、
あ
な
た
方
を
根
無
し
草
に
し
よ
う
と
す
る
人
々
、
あ

な
た
方
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
人
々
、
ア
フ
リ

カ
的
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
ア
フ
リ
カ
の
神
秘
的
な
こ
と
す
べ
て
を
、

ア
フ
リ
カ
の
信
仰
の
す
べ
て
を
、
ア
フ
リ
カ
の
感
性
の
す
べ
て
を
、

ア
フ
リ
カ
の
精
神
構
造
の
す
べ
て
を
一
掃
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
言

う
こ
と
を
聞
い
て
は
な
ら
な
い
（N

'écoute pas, jeunes d'A
frique, 

ceux qui veulent vous déraciner, vous priver de votre iden-
tité, faire de table rase de tout de ce qui est africain, de tout 
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la m
ystique, le religiosité, la sensibilité, la m

entalitè afric-
aine

）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

＊
11　

協
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
ミ
ラ
ボ
ー
、
グ
レ
ゴ
ワ
ー
ル
神
父
、
ラ
フ
ァ

イ
エ
ッ
ト
な
ど
が
い
た
。

＊
12　

フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
グ
ザ
ビ
エ
・
ヴ
ェ

ル
シ
ャ
ー
ブ
な
ど
に
よ
っ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら

れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の

同
義
語
と
し
て
の
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン

サ
フ
リ
ッ
ク
本
来
の
意
味
合
い
か
ら
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

る
。
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
に
関
し
て
は
、
加
茂
省
三
「
フ
ラ
ン
ス
領
ア

フ
リ
カ
独
立
期
の
再
考
―
―
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
の
視
点
か
ら
―
―
」

（『
人
間
学
研
究
』
六
号
、
名
城
大
学
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
）
を
参
照
。

＊
13　

ム
ベ
キ
か
ら
サ
ル
コ
ジ
に
宛
て
た
親
書
は
当
初
非
公
開
で
あ
っ
た

が
、
親
書
に
対
す
る
サ
ル
コ
ジ
の
返
書
が
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
府
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
先
に
掲
載
さ
れ
公
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
親
書
の
内
容
に

関
し
て
憶
測
が
な
さ
れ
、
サ
ル
コ
ジ
演
説
を
肯
定
し
た
と
の
批
判
が
ム

ベ
キ
に
対
し
て
起
こ
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
南
ア
フ
リ
カ
大
統
領
府
は

二
〇
〇
七
年
八
月
二
四
日
付
け
で
声
明
を
発
出
し
、
ム
ベ
キ
大
統
領

が
賞
賛
し
た
の
は
、
演
説
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
と
ア
フ

リ
カ
の
開
発
に
関
す
る
箇
所
だ
け
で
あ
る
と
し
、
批
判
を
打
ち
消
そ

う
と
し
た
。
そ
の
後
親
書
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.africul-

tures.com

）
に
掲
載
さ
れ
た
（http://w

w
w
.ldh-toulon.net/spip.

php?article2217

）。

＊
14　

演
説
の
全
文
は
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
（http://w

w
w
.elysee.fr/docum

ents/index.
php?m

ode=
cview

&
cat_id=

7&
press_id=

1106&
lang=

fr

）

（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
〇
日
）。

＊
15　

ボ
ケ
ル
の
更
迭
に
関
し
て
は
、
ボ
ケ
ル
の
フ
ラ
ン
サ
フ
リ
ッ
ク
に

対
す
る
立
場
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
な
い
ガ
ボ
ン
の
ボ
ン
ゴ
大
統
領
や

コ
ン
ゴ
共
和
国
の
サ
ッ
ス
ー
・
ン
ゲ
ソ
か
ら
の
圧
力
が
あ
っ
た
と
の
報

道
が
な
さ
れ
て
い
る
（Le Figaro, 20 m

ars 2008; L'E
xpress, 19 

m
ars 2008

）。
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