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．

W
・
A
・
E
・
ス
カ
ー
昌
ッ
ク
編

　
　
『
ア
フ
リ
カ
の
政
治
思
想
　
　
ル
ム
ソ
バ
、

　
　
　
エ
ソ
ク
ル
マ
、
ト
ウ
ー
レ
　
　
』

　
本
書
は
．
現
代
ア
フ
リ
カ
を
あ
る
意
味
で
象
徴
す
る
三
人
の
政
治
指
導
者
を

と
り
あ
げ
、
そ
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
比
較
・
検
討
し
よ
う
と
試
み
た
も

の
で
あ
る
。

　
一
般
に
．
比
較
研
究
を
試
み
る
場
合
．
そ
の
研
究
の
「
対
象
』
；
そ
れ
は

当
然
複
数
の
「
対
象
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
ー
の
あ
い
だ
に
類
似
性
と
異

質
性
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
書
の
研
究
対
象
で
あ
る
三
人
の
ア
フ

リ
カ
政
治
指
導
者
に
つ
い
て
も
．
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
』
で
あ
る
と
い
う
類
似
性

と
．
ペ
ル
ギ
：
（
ル
ム
ン
バ
）
．
イ
ギ
リ
ス
（
エ
ン
ク
ル
マ
）
、
フ
ラ
ソ
ス
（
ト
ゥ

！
レ
）
と
い
う
異
つ
た
宗
主
国
の
植
民
地
支
配
の
も
と
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運

動
を
指
導
し
た
と
い
う
異
質
性
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
お
そ
ら
く
本
書
の
編
者
は
、
ル
ム
ソ
パ
、
エ
ン
ク
ル
マ
、
ト
ゥ
ー
レ
と
い
う

三
人
の
政
治
指
導
者
が
も
つ
右
の
よ
う
な
類
似
性
と
異
質
性
に
よ
つ
て
「
ア
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
　
　
（
一
七
九
七
）



　
　
　
紹
介
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評

リ
ヵ
』
が
代
表
さ
れ
る
と
見
、
そ
れ
故
に
デ
フ
リ
カ
の
政
治
思
想
』
と
い
う

タ
イ
ト
ル
を
付
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
ば
四
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
部
分
は

耀
者
ス
カ
！
晶
ッ
ク
（
コ
・
ラ
ド
大
学
准
教
授
・
政
治
学
）
の
手
に
な
る
「
序
論
』

で
あ
つ
て
．
そ
こ
で
は
こ
の
比
較
研
究
の
全
体
的
枠
組
が
提
示
さ
れ
、
か
っ
こ

れ
ら
指
導
者
の
心
理
的
側
面
に
照
明
を
当
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
か
れ
ら
の
も

つ
政
治
理
念
の
内
容
と
志
向
性
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
努
力
が
は
ら
わ
れ
て
い

る
。

　
第
二
の
部
分
は
、
ル
ネ
・
ル
マ
ル
シ
ャ
ソ
（
フ
・
リ
ダ
大
学
助
教
授
・
政
治
学
）

に
よ
る
「
ル
ム
ソ
バ
の
政
治
思
想
」
の
分
析
で
あ
り
、
第
三
の
部
分
は
K
・
W
・

グ
ラ
ン
デ
ィ
穆
（
ヶ
イ
ス
・
ウ
呂
ス
タ
ソ
・
リ
ザ
ー
ヴ
・
ユ
昌
パ
ー
シ
テ
ィ
ー
准
教

授
・
政
治
学
）
に
よ
る
三
ソ
ク
ル
マ
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
馨
』
の
．
そ
し

て
第
四
の
部
分
は
C
・
F
・
ア
ソ
ド
レ
イ
ソ
（
サ
ソ
デ
ィ
エ
ゴ
州
立
大
学
准
教
授
．

政治

学）

に
よ
る
『
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
の
政
治
思
想
』
の
．
そ
れ
ぞ
れ
解
明
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
比
較
研
究
と
は
い
い
な
が
ら
、
四
つ
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
別

個
の
執
筆
者
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
．
本
書
は
全
体
と
し
て
見
れ

ぱ
、
凝
集
性
に
や
や
乏
し
い
と
い
う
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
実
際
、
編
者
ス

カ
竃
芦
ッ
ク
の
説
明
に
よ
れ
ば
．
各
部
分
の
執
筆
者
た
ち
は
「
歴
史
的
な
力
の

本
質
と
目
的
、
政
治
的
正
統
性
の
基
盤
、
政
策
決
定
者
の
役
割
、
個
人
と
社
会

の
関
係
、
と
い
つ
た
伝
統
的
な
政
治
理
論
的
諸
関
心
』
に
注
意
を
は
ら
う
よ
う

要
求
さ
れ
は
し
た
も
の
の
．
そ
れ
も
あ
く
ま
で
「
執
筆
者
が
そ
う
し
た
諸
点
に
注

意
を
は
ら
う
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
範
囲
で
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
　
（
一
七
九
八
）

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
枠
組
自
体
に
つ
い
て
も
各
執
筆
者
に
か

な
り
大
幅
な
自
由
裁
量
の
余
地
が
の
こ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
つ
と

も
．
こ
う
し
た
ど
こ
ろ
か
ら
く
る
全
体
的
な
ア
ソ
バ
ラ
ソ
ス
は
．
共
同
研
究
の

避
け
が
た
い
運
命
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
論
点
を
指
摘
し
、

論
評
を
く
わ
え
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
序
論
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
執
筆
者
ス
カ
ー
昌
ッ
ク
は
．
　
『
役
割
の

認
識
』
お
よ
び
「
個
人
的
性
向
』
と
い
う
二
つ
の
「
変
数
」
に
焦
点
を
合
せ
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
前
記
三
人
の
指
導
者
が
も
つ
政
治
理
念
の
内
容
と
志
向
性
を

さ
ぐ
ろ
う
と
す
る
．
た
し
か
に
環
境
的
諸
要
素
を
背
後
に
お
し
や
つ
て
、
主
観

的
・
心
理
的
諸
要
素
か
ら
政
治
思
想
な
い
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
析
す
る
の
も

一
つ
の
方
法
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
、
そ
う
し
た
ア
ブ
ロ
ー
チ
自
体
の
是
非
を

論
じ
る
必
要
は
．
と
く
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ス
カ
聖
ニ
ッ
ク
は
、
副
次

的
な
枠
紐
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
文
化
的
規
範
が
政
治
思
想
に
い
か
に
影
響
を
あ

た
え
る
か
、
と
い
う
側
面
に
も
照
明
を
あ
て
て
い
る
。

　
た
し
か
に
、
こ
う
し
た
文
化
的
規
範
は
、
指
導
者
た
ち
の
役
割
認
識
と
密
接

に
か
ら
み
あ
つ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ぽ
、
か
れ
ら
が
指
導
し
た
独
立

運
動
に
し
て
も
、
民
族
自
決
．
植
民
地
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
達
成
と
い

つ
た
西
欧
的
価
値
の
実
現
を
目
指
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
西
欧
的
な
文
化
的
規
範
の
な
か
で
指
導
者
は
自
己
の
役
割

認
識
を
お
こ
な
つ
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
著
者
は
さ
ら
に
．
ル
ム
ン
バ
、

エ
ソ
ク
ル
マ
、
恥
ウ
ー
レ
と
い
つ
た
指
導
者
が
、
広
い
意
味
で
の
西
欧
的
な
文

化
的
規
範
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
に
く
わ
え
て
、
ア
フ
リ
カ
の
伝
統
的
な
文
化
的



規
範
を
模
索
し
そ
れ
に
自
己
の
政
治
思
想
の
よ
つ
て
た
つ
基
盤
を
求
め
た
“
と

い
う
心
理
的
性
向
を
強
く
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
後
者
の
点

に
つ
い
て
の
突
込
ん
だ
分
析
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
．
そ
れ
膿
そ
れ
と
し
て
、
著
者
に
よ
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ひ
と

た
び
『
独
立
」
と
い
う
『
高
次
の
』
目
標
を
達
成
し
て
し
ま
う
と
．
こ
れ
ら
指

導
者
の
政
治
思
想
は
新
し
い
次
元
と
い
つ
た
も
の
に
当
面
す
る
こ
と
か
ら
、
変

動
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
．
国
家
建
設
と
い
う
新
し
い
次
元
に
お
か

れ
た
場
合
．
こ
れ
ら
指
導
者
は
．
政
治
的
不
安
定
の
恐
怖
、
経
済
的
停
滞
と
後

退
の
恐
怖
．
新
植
民
地
主
義
的
侵
入
の
恐
怖
、
自
己
の
指
導
権
と
理
想
の
喪
失

と
い
つ
た
恐
怖
な
ど
．
実
に
さ
ま
ざ
ま
の
恐
怖
に
つ
き
う
ご
か
さ
れ
て
、
権
力

集
中
化
を
強
ぐ
志
向
し
、
そ
の
対
極
を
な
す
多
元
主
義
を
低
効
率
の
イ
ズ
ム
と

し
て
拒
否
す
る
に
い
た
る
。
こ
こ
か
ら
か
れ
ら
の
エ
リ
ー
ト
主
義
の
論
理
が
引

き
だ
さ
れ
て
く
る
が
．
こ
の
エ
リ
ー
ト
主
義
は
、
人
民
の
意
志
に
よ
つ
て
国
家

建
設
を
、
あ
る
い
は
政
治
発
展
を
委
任
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
「
委
任
の
論
理
』

に
さ
さ
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
．
こ
う
し
た
論
理
に
さ
さ
え
ら
れ

た
エ
リ
ー
ト
主
義
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
、
指
導

者
の
「
無
誤
謬
性
』
を
も
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
そ
な
え
る
に
い
た
る
。
か
く

て
民
衆
の
無
条
件
の
忠
誠
心
が
強
く
し
か
も
当
然
の
ご
と
く
要
求
さ
れ
、
目
標

価
値
の
一
つ
と
し
て
追
求
さ
れ
て
ぎ
た
は
ず
の
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
は
骨
抜
ぎ

に
さ
れ
て
　
「
集
権
主
義
』
の
単
な
る
形
容
詞
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
る
（
た
と
え

ば
『
民
主
主
義
的
中
央
集
権
制
』
雛
留
日
8
3
ぎ
8
馨
轟
謬
・
舅
と
い
う
タ
ー
ム
を
想
起
せ

　
よ
）
と
．
著
者
は
い
5
の
で
あ
る
。

　
　
こ
う
し
た
著
者
の
論
法
は
（
細
か
い
点
は
別
と
し
て
）
む
ろ
ん
首
肯
し
う
る
。

紹
介
と
批
評

だ
が
し
か
し
．
そ
う
し
た
結
論
は
．
指
導
者
の
心
理
的
要
因
（
こ
の
場
合
は
役
割

認
識
）
に
焦
点
を
絞
ら
な
く
て
も
．
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
つ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
著
者
の
狙
い
は
い
つ
た
い
な
ん
だ
つ
た
の
で
あ
ろ

う
か
・
多
く
の
研
究
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
別
の
方
法
を
も
っ
記
確
認
す

る
の
が
目
的
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
も
そ
の
程
度

の
も
の
と
し
て
受
け
と
つ
て
お
く
ま
で
で
あ
る
。

　
ス
カ
ー
昌
ッ
ク
の
議
論
は
、
少
く
と
も
本
書
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
や
や
常
識

的
で
あ
る
・
そ
う
し
た
印
象
は
、
指
導
者
の
役
割
認
識
に
つ
い
て
の
分
析
ば
か

り
で
な
く
、
　
「
個
人
的
性
向
」
が
政
治
思
想
に
ど
う
影
響
す
る
か
と
い
う
論
点

に
つ
い
て
も
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
っ
づ
い
て
、
　
「
ル
ム
ン
バ
の
政
治
思
想
」
を
あ
つ
か
つ
た
ル
マ
ル
シ
ャ
ソ
の

論
文
で
は
、
穀
誉
褒
彪
は
な
ば
だ
し
い
ル
ム
ソ
バ
を
、
非
難
者
の
観
点
か
ら
で

も
称
讃
者
の
視
点
か
ら
で
も
な
く
、
ま
つ
た
く
客
観
的
な
立
場
か
ら
と
り
あ
げ

て
、
そ
の
政
治
的
輪
郭
を
構
成
す
る
真
の
次
元
を
設
定
し
、
そ
れ
を
土
台
と
し

て
．
ル
ム
ソ
バ
の
実
像
を
え
が
き
だ
そ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
ル
マ
ル
シ
ャ
ソ
の
い
う
よ
う
に
、
一
九
六
〇
年
七
月
に
は
じ
ま
る

第
一
次
コ
ソ
ゴ
危
機
が
あ
ま
り
に
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
つ
た
た
め
に
、
そ

し
て
ル
ム
ソ
バ
が
そ
の
悲
劇
的
な
ド
ラ
マ
の
象
徴
的
人
物
で
あ
つ
た
た
め
に
．

か
れ
の
存
在
が
神
話
の
べ
ー
ル
に
覆
い
つ
く
さ
れ
た
感
じ
が
あ
る
こ
と
は
否
定

し
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
印
象
で
は
．
ル
ム
ソ
バ
個
人
は
か
れ
の
悲

劇
的
な
死
に
よ
つ
て
神
話
化
さ
れ
て
も
、
か
れ
の
思
想
ま
で
が
神
話
化
さ
れ
て

　
は
い
な
い
と
思
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ル
マ
ル
シ
ャ
ソ
は
、
こ
の
点
を

　
い
さ
さ
か
誇
大
に
、
あ
る
い
は
大
げ
さ
に
受
け
と
つ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
　
　
（
一
七
九
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

『
独
立
ア
フ
塑
力
の
用
語
法
で
は
．
ル
ム
ソ
バ
主
義
は
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ

ヘ
ナ
シ
3
ナ
リ
ズ
ヘ
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
と
お
な
じ
く
ら
い
広
く
通
用

し
．
か
つ
そ
れ
ら
と
お
な
じ
ほ
ど
強
い
情
緒
的
調
子
を
も
つ
傾
向
が
あ
る
』

が
、
　
「
実
は
、
ア
フ
リ
カ
の
政
治
思
想
に
対
す
る
ル
ム
ソ
バ
の
貢
献
は
む
し
ろ

あ
り
き
た
り
の
も
の
で
あ
る
』
と
い
つ
た
論
法
は
そ
の
典
型
で
あ
る
が
．
実
際

に
は
現
代
ア
フ
リ
カ
の
政
治
的
ク
ラ
イ
メ
ー
ト
の
な
か
で
ル
ム
ソ
バ
主
義
（
こ

の
用
語
で
す
ら
さ
ほ
ど
一
般
性
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
）
が
パ
ソ
・
ア
フ
リ
カ
ニ

ズ
ヘ
ア
フ
リ
カ
社
会
主
義
な
ど
と
同
等
の
情
緒
的
重
味
を
も
つ
と
ほ
考
え
ら

れ
な
い
。
も
つ
と
も
、
こ
う
し
た
「
ル
ム
ソ
バ
主
義
の
神
話
』
を
著
者
自
身
が

作
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
対
極
と
し
て
の
『
ル
ム
ソ
バ
主
義
の
実

体
』
を
ヨ
リ
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
著
者
の

誇
張
は
論
文
作
成
上
の
テ
ク
昌
ッ
ク
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
．
か
り
に
そ
う
し
た
見
方
に
た
つ
て
も
、
ル
ム
ソ
パ
の
政
治
思
想
の

発
展
過
程
を
跡
づ
け
る
ル
マ
ル
シ
ャ
ソ
の
論
法
に
は
か
な
り
の
説
得
力
が
感
じ

ら
れ
る
部
分
慣
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ギ
ー
領
コ
ソ
ゴ
の
比
較
的
穏
健

　
ユ
ボ
リ
ユ
ニ

な
開
化
民
で
あ
つ
た
ル
ム
ソ
パ
を
強
烈
か
つ
急
進
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
指
導

者
に
成
長
さ
せ
た
も
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
．
か
れ
の
活
動
家
的
側
面
で
あ
つ

て
、
か
れ
の
政
治
思
想
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
も
、
か
れ
の
組
織
能
力
が
卓
越

し
て
い
た
か
ら
で
も
戦
術
的
マ
ヌ
ー
バ
サ
ソ
グ
に
た
け
て
い
た
か
ら
で
も
な

く
、
自
ら
を
メ
シ
ア
的
指
導
者
し
て
民
衆
の
日
に
映
じ
さ
せ
る
高
度
の
能
力
を

も
つ
て
い
た
こ
と
の
ゆ
え
で
あ
る
。
著
者
の
場
合
、
ル
ム
ン
パ
の
カ
リ
ス
マ
性

を
，
高
度
の
も
の
と
見
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
が
．
全
体
と
し
て
と
ら
え
れ

ば
、
そ
の
論
旨
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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三
ソ
ク
ル
マ
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
を
あ
つ
か
つ
た
グ
ラ
ソ
デ
ィ
ー

の
論
文
は
．
　
「
こ
の
不
可
解
な
人
物
の
政
治
思
想
を
論
述
し
．
そ
の
本
質
と
．

ガ
ー
ナ
的
状
況
に
お
け
る
そ
の
機
能
と
い
う
角
度
か
ら
、
か
れ
の
政
治
思
想
を

分
析
す
る
』
こ
と
を
狙
つ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
著
者
の
場

合
も
、
エ
ソ
ク
ル
マ
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
そ
一
ー
ク
な
分
析
を

示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
エ
ソ
ク
ル
マ
主
義
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
言
全

人
民
の
統
一
と
協
調
」
の
神
話
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
家
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
．
ア

フ
リ
カ
大
陸
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
党
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
激
し
く

追
求
さ
れ
た
、
と
い
う
主
張
も
別
段
珍
ら
し
く
は
な
い
し
、
ま
た
エ
ソ
ク
ル
マ

主
義
の
形
成
に
ル
ソ
ー
、
ジ
呂
フ
ァ
ソ
ソ
、
　
ロ
ッ
ク
、
ホ
ッ
ブ
ス
、
デ
ュ
ボ

イ
、
ガ
ー
ヴ
ィ
ー
．
ガ
ン
デ
ィ
ー
、
マ
ル
ク
ス
等
の
思
想
が
そ
れ
ぞ
れ
程
度
こ

そ
異
な
れ
影
響
を
あ
た
え
た
こ
と
も
．
と
く
に
新
し
い
指
摘
で
は
な
か
ろ
う
。

　
た
だ
．
エ
ソ
ク
ル
マ
主
義
は
政
治
的
武
器
と
し
て
は
失
敗
し
た
が
．
そ
の
理

論
化
の
水
準
は
比
較
的
た
か
く
、
ま
た
そ
の
故
に
エ
ソ
ク
ル
マ
主
義
は
一
九
五

〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
単
に
ガ
ー
ナ
内
部
の
み
な
ら
ず
、
全

ア
フ
リ
ヵ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
共
有
財
産
た
り
え
た
の

だ
．
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
．
心
に
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

エ
ソ
ク
ル
マ
主
義
を
評
価
す
る
場
合
．
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
：
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ

プ
を
過
大
に
見
る
結
果
、
そ
れ
が
も
つ
て
い
た
積
極
的
な
面
を
見
過
し
て
し
ま

う
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
、
同
学
の
者
に
と
つ
て
多

少
と
も
参
考
に
な
る
。

　
最
後
の
論
文
す
な
わ
ち
ア
ン
ド
レ
イ
ン
の
手
に
な
る
「
セ
ク
・
ト
ゥ
ー
レ
の

政
治
思
想
」
と
題
す
る
論
文
は
．
本
書
の
な
か
で
も
つ
と
も
ま
と
ま
つ
た
労
作



で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
ア
ソ
ド
レ
イ
ン
は
、
本
論
文
よ
り
以
前
に

『
民
主
主
義
と
社
会
主
義
ー
ア
フ
リ
カ
指
導
者
た
ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
1
』

（
D
．
E
・
ア
プ
タ
ー
編
・
慶
大
地
域
研
究
グ
ル
ー
プ
訳
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
現
代
政
治
』
・

昭
和
四
三
年
．
慶
応
通
信
・
所
収
）
と
い
う
比
較
的
大
部
の
論
文
を
発
表
し
、
そ

の
な
か
で
ト
ク
ト
レ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ロ
ー
を
詳
し
く
論
述
し
て
い
る
が
、
そ
れ

と
本
論
文
を
比
較
し
て
み
て
興
味
ぶ
か
い
の
は
、
前
論
文
で
は
ト
ゥ
ー
レ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
体
系
的
性
格
に
力
点
を
お
い
て
論
述
し
て
い
る
の
に
、
こ
の
論

文
で
は
逆
に
ト
ゥ
翼
レ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
書
の
非
体
系
性
を
ク
ロ
馨
ズ
・
ア
ッ
プ

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
論
文
で
の
ト
ゥ
ー
レ
の
評

価
は
．
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
面
で
は
な
く
、
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し

て
の
面
に
対
し
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
目
く
、
　
「
要
す
る
に
、
セ

ク
・
ト
ゥ
ー
レ
は
、
独
創
的
な
あ
る
い
は
重
要
な
思
想
家
と
し
て
よ
り
は
、
む

し
ろ
ア
フ
リ
劣
的
な
政
治
的
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
！
と
し
て
理
解
し
た
方
が
よ
い
で

あ
ろ
う
』
と
。
か
れ
は
ま
た
こ
う
も
い
つ
て
い
る
。
　
『
こ
の
ギ
ニ
ァ
の
指
導
者

は
、
純
理
論
的
か
つ
総
合
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
う
ち
だ
し
て
は
い
な
い
よ
う

騰
思
わ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
昌
ソ
主
義
と
比
較
し
て
み
る
と
、
ト
ゥ
ー
レ

の
思
想
は
そ
の
構
造
に
お
い
て
包
括
的
な
い
し
体
系
的
で
も
な
け
れ
ば
．
そ
の

機
能
に
お
い
て
総
合
的
で
も
な
い
』
。

　
し
か
し
、
元
来
．
理
論
化
の
水
準
が
ま
だ
相
対
的
に
低
い
現
代
ア
フ
リ
カ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
．
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
は
い
さ

さ
か
無
暴
な
の
で
あ
つ
て
．
ト
ゥ
ー
レ
の
場
合
．
ア
フ
リ
カ
的
水
準
か
ら
す
れ

ば
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
竃
の
体
系
性
は
比
較
的
高
度
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
う

わ
ま
わ
つ
て
か
れ
の
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
と
し
て
の
能
力
渉
た
か
い
と
見
る
方
が

紹
介
と
批
評

妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
興
味
あ
る
論
点
だ
け
を
ひ
ろ
つ
て
論
評
す
る
と
い
う
い
さ
さ
か
バ
ラ

ソ
ス
を
失
し
た
書
評
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
が
．
も
う
一
度
本
書
全
体
に
つ
い
て

の
印
象
を
い
え
ば
．
統
一
的
な
枠
組
が
し
つ
か
り
し
て
い
な
い
た
め
に
比
較
研

究
と
し
て
は
必
ず
し
も
成
功
と
は
い
え
な
い
し
．
そ
う
か
と
い
つ
て
個
々
の
論

文
を
と
つ
て
み
て
も
．
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
で
主
題
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な

い
き
ら
い
が
あ
る
。
む
ろ
ん
．
な
か
に
い
く
つ
か
の
示
竣
的
な
指
摘
を
見
い
だ

す
こ
と
は
で
き
る
が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
が
も
つ
重
さ
を
そ
の
内
容
が
十
分
に

さ
さ
え
ら
れ
な
い
感
が
あ
る
の
は
．
惜
し
い
と
思
う
。
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