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『
ア
フ
リ
カ
の
登
場
と
世
界』

本
書
は、
ア
フ
リ
カ
の
内
部
的
な
政
治・
経
済
の
発
展
が、
ア
フ
リ
カ



の
対
外
態
度
に
ど
う
い
う
影
響
を
あ
た
え
、
さ
ら
に
そ
れ
が
世
界
問
題
に
お
け

る
ア
フ
リ
カ
の
役
割
に
ど
う
作
用
す
る
か
、
と
い
う
テ
！
マ
を
追
求
し
た
労
作

で
あ
る
。
近
年
、
ア
フ
リ
カ
に
関
す
る
文
献
の
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
つ
て

い
る
が
、
国
際
関
係
の
な
か
で
ア
フ
リ
カ
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

依
然
と
し
て
数
す
く
な
い
。
最
近
の
も
の
と
し
て
は
、
　
＜
Φ
彗
自
竃
。
国
昌
9

＞
ヰ
一
＄
ぎ
マ
簿
匡
℃
o
一
三
。
ω
一
＝
即
暮
霞
俸
寄
ヨ
一
〇
①
ω
を
挙
げ
う
る
が
、
そ

れ
も
著
者
み
ず
か
ら
が
語
つ
て
い
る
よ
う
に
「
基
本
的
に
は
ナ
ラ
テ
ィ
ー
ヴ
」

（
・
．
冊
頁
）
で
あ
つ
て
、
特
定
の
問
題
意
識
を
も
つ
て
対
象
に
接
近
し
た
も
の
で
は

な
い
．
そ
れ
に
対
比
さ
せ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
リ
ブ
キ
ン
の
「
ア
フ

リ
カ
の
登
場
と
世
界
」
は
、
ア
フ
リ
カ
の
内
的
発
展
と
国
際
関
係
と
の
相
関
性

を
構
造
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
そ
の
基
本
的
姿
勢
に
お
い
て
、
ヨ
リ
高
度
の

も
の
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
著
者
は
本
書
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
は
、
サ
ハ
ラ
以
南
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
政
治
的
・
経
済
的
変
化
の
諸

プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
し
、
分
析
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
諸
プ
ロ
セ
ス
の
相
互
関
係
を

明
ら
か
に
し
、
新
生
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
内
的
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
と
そ
れ
ら
諸
国

の
国
際
社
会
に
お
け
る
行
動
の
関
連
性
を
捕
捉
し
、
最
後
に
、
合
衆
国
な
ら
び

に
西
欧
諸
国
の
外
交
政
策
に
関
し
て
、
新
生
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
対
内
的
、
対
外

的
行
動
の
意
味
を
斜
酌
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
」
（
虹
頁
）
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
う
し
た
試
み
は
必
ず
し
も
十
分
な
成
果
を
と

も
な
つ
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
に
本
書
を
紹
介
す
る
の

は
、
叙
上
の
理
由
に
よ
つ
て
、
本
書
が
注
目
す
べ
ぎ
も
の
を
も
つ
て
い
る
と
考

え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
著
者
リ
ブ
キ
ン
は
、
現
在
、
世
界
銀
行
で
ア
フ
リ
カ
関
係
の
経
済
顧
問
を
つ

　
　
　
紹
介
と
批
評

と
め
て
い
る
が
、
一
九
五
六
年
か
ら
数
年
間
、
マ
サ
チ
ェ
セ
ヅ
ツ
工
科
大
学
国

際
研
究
セ
ン
タ
ー
の
招
き
で
同
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ア
フ
リ
カ
経
済
政
治
開
発
計

画
に
参
加
し
た
経
験
も
も
つ
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
の
当
時
の
研
究
の
成
果
で

あ
る
．
な
お
本
書
以
外
の
主
要
著
書
と
し
て
は
、
》
守
一
霜
即
こ
爵
Φ
名
雷
営

固
Φ
幕
暮
。
協
宰
8
－
≦
。
二
α
℃
。
一
一
。
ざ
↓
富
幕
m
卑
区
鵠
且
8
登
ぎ
区
。
鮮

一
〇
①
N
が
あ
る
。

　
本
書
は
四
部
十
三
章
か
ら
な
つ
て
い
る
が
、
紹
介
に
さ
き
だ
つ
て
、
そ
の
内

容
を
目
次
で
示
せ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

　　第　　　　　第　　第
第第三第第第第第二第第一
九八部七六五四三部二一部
章章　章章章章章　章章

　
第
十
章

第
四
部

序
論
　
諸
概
念
と
課
題

　
ア
フ
リ
カ
登
場
の
多
元
性

　
ア
フ
リ
カ
発
展
の
連
鎖
　
成
長
と
安
定

成
長
の
諸
間
題

　
成
長
の
モ
デ
ル
の
選
択

　
農
業
の
近
代
化

　
公
共
部
門
・
私
的
部
門
の
ア
フ
リ
カ
化

　
教
育
の
促
進

　
福
祉
国
家
概
念
の
役
割

安
定
の
追
求

　
国
家
構
造
と
政
治
体
制

　
安
定
の
焦
点
　
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
パ
ン

　
ー
ロ
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム

　
ア
フ
リ
カ
中
立
主
義

ア
フ
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カ
の
登
場
と
世
界
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七
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紹
介
と
批
評

　
　
第
十
一
章
　
ア
フ
リ
カ
の
登
場
と
世
界
平
和

　
　
第
十
二
章
　
世
界
の
バ
ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー

　
　
第
十
三
章
　
発
展
の
十
年

　
こ
の
ほ
か
巻
末
に
、
一
九
六
三
年
三
月
三
十
一
日
現
在
の
独
立
ア
フ
リ
カ
諸

国
に
つ
い
て
、
そ
の
面
積
、
人
口
、
独
立
年
月
日
、
政
治
形
態
そ
の
他
、
お
よ

び
国
際
組
織
・
ブ
ロ
ッ
ク
ヘ
の
加
盟
状
況
な
ど
が
一
覧
表
の
か
た
ち
で
提
示
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
以
下
簡
単
に
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
一
一
第
一
部
の
冒
頭
で
著
者
は
ま
ず
、
ア
フ
リ
カ
の
世
界
へ
の
主
体
的
な
登

場
が
い
か
に
多
元
的
な
影
響
力
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
す

な
わ
ち
著
者
に
よ
れ
ば
、
ア
フ
リ
カ
の
前
進
は
ま
ず
第
一
に
植
民
地
主
義
の
崩

壊
を
必
然
的
に
も
た
ら
す
（
四
－
九
頁
）
。
さ
ら
に
そ
れ
は
世
界
の
平
和
に
も
重

大
な
影
響
を
お
よ
ぽ
す
。
た
と
え
ば
国
家
間
の
関
係
に
お
い
て
は
国
境
紛
争
の

芽
を
多
く
も
つ
て
い
る
し
、
国
内
的
に
も
コ
ン
ゴ
問
題
の
よ
う
に
世
界
的
な
擾

乱
を
う
み
だ
す
要
因
を
か
か
え
て
い
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
（
一
二
－
三
頁
）
。

第
三
に
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
急
速
な
経
済
発
展
を
要
求
す
る
た
め
に
世
界
的
な
援

助
競
争
が
そ
の
度
を
つ
よ
め
て
い
く
（
二
二
ー
四
頁
）
等
々
。
こ
う
し
た
指
摘
は

い
わ
ば
常
識
的
で
あ
る
．
重
要
な
の
は
、
「
国
家
建
設
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
建
設
、

経
済
建
設
、
技
術
革
命
が
相
互
に
作
用
し
あ
い
、
そ
し
て
…
…
こ
れ
ら
の
問
題

の
総
体
お
よ
び
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
り
さ
れ
方
が
相
互
に
作
用
し
あ
つ
て
、

新
生
諸
国
の
対
外
姿
勢
全
体
を
形
成
す
る
の
に
役
立
つ
て
い
る
」
（
一
九
頁
）
と

い
う
認
識
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
認
識
は
、
「
ア
フ
リ
カ
で
は
国
内
問
題
の
多

く
が
容
易
に
対
外
政
策
と
融
合
｝
る
傾
向
を
も
つ
て
い
る
」
　
（
一
九
頁
）
と
い

う
認
識
へ
と
発
展
す
る
．
と
こ
ろ
で
、
ア
フ
リ
カ
の
発
展
に
焦
点
を
あ
わ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
○
八
　
　
　
（
七
四
二
）

場
合
、
国
内
問
題
は
「
経
済
成
長
の
問
題
」
と
「
政
治
的
安
定
の
問
題
」
に
二

分
さ
れ
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
成
長
と
安
定
の
い
ず
れ
に
プ
ラ
イ
オ
リ

テ
イ
を
あ
た
え
る
か
に
よ
つ
て
異
つ
た
タ
イ
プ
の
国
へ
発
展
す
る
。
す
な
わ
ち

経
済
成
長
の
潜
在
力
を
認
識
し
て
い
る
指
導
者
は
内
的
成
長
を
第
一
義
的
な
も

の
と
し
、
そ
の
う
え
に
安
定
を
き
ず
こ
う
と
す
る
（
た
と
え
ば
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
）
．

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
ガ
ー
ナ
、
ギ
ニ
ア
の
よ
う
に
国
家
の
集
団
化
に
安

定
の
源
泉
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
国
は
、
外
向
的
姿
勢
を
と
り
つ
つ
成
長
を
安

定
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
二
二
－
三
頁
）
．
以
上
の
ほ
か
、
第
一

部
で
は
経
済
成
長
の
モ
デ
ル
選
択
の
問
題
、
政
治
的
安
定
を
め
ぐ
る
諸
問
題
な

ど
、
本
書
の
な
か
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
い
く
つ
か
の
項
目
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。　

第
二
部
は
「
成
長
の
諸
問
題
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
第
一
は
成
長

モ
デ
ル
の
選
択
で
あ
る
。
し
か
し
成
長
モ
デ
ル
の
選
択
と
い
つ
て
も
、
「
資
本

主
義
か
非
資
本
主
義
か
？
」
と
い
つ
た
体
制
的
な
選
択
で
は
な
く
、
「
公
共
部

門
の
比
重
を
ど
の
く
ら
い
に
す
る
か
、
私
的
部
門
の
活
動
を
ど
の
て
い
ど
認
め

る
か
？
」
と
い
う
量
的
な
選
択
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
三
五
頁
）
。
ア
フ
リ

カ
の
場
合
、
一
般
に
植
民
地
主
義
が
の
こ
し
た
も
の
を
新
生
諸
国
が
継
承
し
た

う
え
に
、
も
と
も
と
土
着
の
資
本
家
が
圧
倒
的
に
欠
如
し
て
い
る
た
め
、
公
共

部
門
の
比
重
が
極
度
に
大
き
い
（
三
七
頁
）
．
く
わ
え
て
急
速
な
近
代
化
へ
の
要

請
も
あ
つ
て
、
こ
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
る
方
向
に
向
つ
て
い
る
（
三

九
頁
以
下
）
．
著
者
は
、
一
方
の
極
に
公
共
部
門
に
力
点
を
お
く
左
翼
権
威
主
義

的
諸
国
（
ガ
ー
ナ
、
ギ
ニ
ア
、
ア
ラ
ブ
連
合
）
を
、
他
方
の
極
に
か
な
り
大
ぎ
な

私
的
部
門
を
も
つ
民
主
主
義
的
傾
向
を
も
つ
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
連
邦
を
お
き
、
そ



の
中
間
に
い
く
つ
も
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
二
の

問
題
は
農
業
の
近
代
化
で
あ
る
．
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
農
業
の
重
要
性
に
つ
い

て
著
者
は
、
た
と
え
ば
鉱
物
資
源
の
も
つ
と
も
豊
か
な
旧
ベ
ル
ギ
i
領
コ
ン
ゴ

に
お
い
て
さ
え
も
農
業
の
重
要
度
は
第
一
番
目
に
位
す
る
と
説
明
し
つ
つ
（
四

八
－
九
頁
）
、
農
業
近
代
化
の
焦
点
は
生
産
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
、
お
ま
び
生
産

物
を
貨
幣
経
済
の
内
部
へ
ひ
き
い
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
五
二

頁
）
．
こ
の
像
か
国
内
市
場
の
育
成
、
第
二
次
お
よ
び
第
三
次
産
業
の
育
成
が

農
業
近
代
化
を
間
接
的
に
助
長
す
る
が
、
そ
の
場
合
、
農
業
労
働
人
口
の
不
足

と
い
つ
た
問
題
が
起
る
可
能
性
も
あ
る
（
六
一
頁
以
下
）
．
さ
ら
に
教
育
の
問
題

に
関
し
て
は
、
各
国
に
教
育
普
及
の
意
志
は
あ
つ
て
も
、
資
金
面
で
無
理
だ
と

い
う
こ
と
、
ま
た
初
等
教
育
に
力
を
入
れ
す
ぎ
る
と
中
等
、
高
等
教
育
と
の
間

に
ギ
ャ
ッ
プ
が
ひ
ろ
が
つ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
教
育
制
度
ば
か
り

拡
大
し
て
も
教
育
を
受
け
た
人
々
を
吸
収
し
う
る
だ
け
の
巨
大
な
経
済
を
用
意

し
て
な
け
れ
ば
、
結
局
政
治
的
安
定
を
脅
す
原
因
を
つ
く
る
ぽ
か
り
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
二
五
－
六
頁
）
。

　
第
三
部
は
「
安
定
の
追
求
」
と
い
つ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
安
定
と

は
む
ろ
ん
政
治
的
安
定
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
よ
5
に
分
裂
的
要
因
を
多

く
か
か
え
た
国
で
は
、
中
央
集
権
的
な
統
一
が
安
定
の
前
提
条
件
と
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
う
し
た
特
殊
性
を
反
映
し
て
、
ア
フ
リ
カ
で
は
、
た
と
え
ば
そ

の
国
家
構
造
は
q
巳
鼠
蔓
ω
葦
ざ
ヨ
が
圧
倒
的
に
多
く
、
男
a
零
箪
の
協
鼠
膏
と

い
え
ば
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
フ
リ
カ
の
場
合
、
大

統
領
制
が
多
い
こ
と
も
、
安
定
の
追
求
が
政
治
構
造
に
反
映
し
て
い
る
好
例
で

あ
る
。
同
様
に
し
て
、
政
治
体
制
に
し
て
も
権
威
主
義
的
な
一
党
制
が
多
く
み

　
　
　
紹
介
と
批
評

ら
れ
る
（
一
四
二
頁
）
．
ガ
ー
ナ
、
ギ
ニ
ア
の
よ
う
な
左
翼
的
権
威
主
義
体
制
の

場
合
、
そ
の
特
徴
は
政
府
の
機
関
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
チ
ャ
ン
ネ

ル
を
独
占
す
る
一
党
体
制
、
な
ら
び
に
国
家
に
対
す
る
党
の
優
位
と
い
う
点
に

あ
り
、
右
翼
的
権
威
主
義
体
制
の
場
合
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
色
彩
が
ヨ
リ
う
す

い
ほ
か
は
だ
い
た
い
同
様
の
特
徴
を
も
つ
て
い
る
（
一
四
二
ー
八
頁
）
。
要
す
る

に
、
ア
フ
リ
カ
の
指
導
者
の
間
に
は
、
左
右
い
ず
れ
に
せ
よ
強
力
な
一
党
制
を

つ
く
り
だ
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
q
三
ε
曼
ω
嶺
8
窮
を
と
も
な
う
権
威
主

義
的
政
治
体
制
へ
の
選
好
性
が
つ
よ
い
の
で
あ
る
（
一
四
九
頁
）
。
数
す
く
な
い

民
主
的
体
制
を
も
つ
た
国
と
し
て
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
と
シ
エ
ラ
・
レ
オ
ネ
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
五
〇
1
一
頁
）
．
ま
た
権
威
主
義
的
複
数
政
党
制
国

家
は
旧
仏
領
諸
国
に
多
い
が
、
そ
れ
も
一
党
制
へ
変
化
す
る
傾
向
を
み
せ
は
じ

め
て
い
る
（
一
五
三
頁
）
．
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
安
定
を
ど
の
よ

う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
運
動
の
う
え
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
一
般
的
に
い
つ
て
左
翼
的
権
威
主
義
諸
国
な
ら
ば
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ

ム
に
、
旧
仏
領
諸
国
は
ユ
ー
ロ
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
、
そ
れ
ぞ
れ
安
定
の
基
礎

を
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
一
五
九
頁
以
下
）
。
ユ
ー
ロ
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と

は
い
う
ま
で
も
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旧
植
民
地
本
国
と
の
協
調
を
基
調
と
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
英
連
邦
、
フ
ラ
ン
ス
共
同
体
を
通
じ
て
の
連
繋
よ
り
も
、
E
E

C
の
枠
内
で
の
連
繋
の
方
が
ヨ
リ
多
く
の
実
績
を
あ
げ
て
い
る
（
一
七
〇
1
一

頁
）
．
以
下
、
ア
フ
リ
カ
中
立
主
義
と
国
連
に
つ
い
て
簡
単
な
叙
述
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
中
立
主
義
も
ま
た
安
定
追
求
へ
の
国
内
的
努
力
と
密
接
に
関
連
し

て
い
る
」
　
（
一
九
二
頁
）
と
い
う
言
葉
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
第
四
部
は
「
ア
フ
リ
カ
の
登
場
と
世
界
」
と
い
う
題
で
、
い
わ
ば
本
書
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
　
　
　
（
七
四
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

論
に
あ
た
る
部
分
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
平
和
の
問
題
、
世
界
の

バ
ラ
ソ
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
の
問
題
等
は
第
一
部
で
の
叙
述
を
敷
術
し
た
に
す

ぎ
ず
、
ま
た
合
衆
国
お
よ
び
西
欧
諸
国
の
対
ア
フ
リ
カ
政
策
に
つ
い
て
も
、
と

く
に
漸
新
な
提
案
を
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
省
略
す
る
。

　
三
　
本
書
の
概
要
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
若
干
の
読
後
感
を
つ

け
く
わ
え
て
、
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。
ま
ず
第
一
に
感
じ
た
こ
と
は
、
成
長

と
安
定
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
用
い
て
論
点
を
た
く
み
に
整
理
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
広
範
な
政
治
、
経
済
の
問
題
を
比
較
的
容
易
に
捕
捉

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
意

図
し
た
、
ア
フ
リ
カ
の
内
的
発
展
と
国
際
関
係
と
の
相
関
性
の
把
握
が
、
極
め

て
漠
然
と
し
た
か
た
ち
で
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
か
つ
た
の
は
遺
憾
で
あ
つ
た
。

本
書
の
主
た
る
狙
い
の
一
つ
が
そ
こ
に
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
本
書
は
前
述
の
如

く
そ
の
着
眼
に
お
い
て
み
る
べ
き
も
の
を
も
つ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
結
果
に
お
い
て
取
る
べ
き
も
の
を
も
ち
え
な
か
つ
た
、
と
さ
れ
う
る
で
あ
ろ

う
。
つ
ぎ
に
い
さ
さ
か
疑
間
と
さ
れ
る
の
は
、
著
者
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題

を
無
視
な
い
し
軽
視
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
後
進
国
の
近
代
化
過
程

に
お
い
て
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
先
行
し
、
近
代
化
の
方
向
づ
け
を
お
こ
な
う
傾

向
が
つ
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
著
者
は
、
た
と
え
ば
成
長
モ
デ
ル

選
択
に
関
し
て
資
本
主
義
・
社
会
主
義
と
い
つ
た
類
別
法
を
一
切
排
、
し
、
公
共

部
門
・
私
的
部
門
と
い
つ
た
没
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
範
疇
を
使
用
す
る
に
と
ど
め

て
い
る
。
ま
た
、
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
ユ
ー
ロ
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
へ
の
選
好
を
ま
つ
た
く
没
イ
デ
オ
冒
ギ
ー
的
側
面
か
ら
の
み
み

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
多
少
の
疑
問
と
不
満
と
を
禁
じ
え
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
　
（
七
四
四
）

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
の
な
か
に
示
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
問
題
へ
の
接
近
方

法
は
示
唆
的
な
も
の
を
も
つ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
文
献
的
稀
少
性
と
も
か
ら
ん

で
、
本
書
は
十
分
に
そ
の
存
在
理
由
を
も
ち
う
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
田
英
郎
）


